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はじめに

平成24年度熊本県科学研究物展示会(以下、科学展)を、熊本県 ・熊本県教育委員会 ・熊本日日新

聞社 ・熊本県発明協会の主催及び熊本市立熊本博物館の共催で、平成24年11月 9日から11月14日まで

熊本市立熊本博物館において開催いたしました。

この科学展は、昭和12年 2月に開催された第 1回児童生徒創案品表彰展覧会として始まり、戦争に

よる中断など幾多の変遷はありましたが、本年度で第72回を迎えるとととなりました。回を重ねるご

とに出品数が増加し、本県における科学教育の振興と発展において重要な位置を占めていると確信し

ております。

本年度の取組人数をみると、昨年度よりも約5，000名近く増え、県下全域で約 5万7，400名の児童生

徒のみなさんが科学研究に取り組みました。本科学展では、地方審査を経た小学校 1 年~4年の部19

作品、小学校5年 ・6年の部32作品、中学校の部34作品に加え、高等学校の部31作品、教職員の部 5

作品の展示を行いました。

展示された作品の傾向としては、

・身近な生き物の行動に関心をもち、観察を根気よく続け、科学的な考察を加えたもの

・空気や水など身の回りの物体の運動に興味をもち、いろいろな条件のもとで実験を行い、結果を

分析し、そのメカニズムを解明したもの

-過去の研究や授業で学んだこ左、様々なメディアを通して生じた疑問について、自らの観察、実

験を通して深め、新たな規則性を発見したもの

・エネルギーや環境問題に目を|付け、長期にわたって調査を行い、多くのデータをもとに、未来の

人間の生活について提言しているもの

など、児竜生徒の豊かな発想にあふれた、質の高い作品が数多くありました。

さて、 2012年は、日本の Iロケット開発の父I左呼ばれる糸川英夫博士生誕100周年にあたります。

小惑星探査機「はやぶさ」の目的地であった小惑息「イトカワ」の名で、皆さんもど存じだと思いま

す。およそ80年前、糸川|博士は、長さ23cmのペンシル型ロケットを使って研究を始め、いろいろな条

件の下で実験を行い、膨大なデータを収集されました。科学の発展は、観察、実験の積み重ねにあり

ます。今回、科学研究に取り組んだ皆さんは、糸川博士が宇宙ロケットの完成を日指したように、 自

分で目標を決めて観察、実験に取り新んだこ左でしょう。科学展では、研究方法を工夫したり、結果

を考察したり、相手に分かり易いようにまとめたりする活動を通して、子どもたちの豊かな感性を磨

き、思考力 ・表現力をはぐくみたいと考えています。そして、科学好き ・理科好きな子どもが増え、

我が同の科学技術を牽引する人材に成長してほしいと願います。

今回、御多用の中に審査に当たっていただきました皆様方、県内各地域の審査 ・展示会に御尽力い

ただきました本教育センターの研究協力校をはじめ会場校並びに関係者の皆様方には大変お世話にな

りました。併せまして、研究の過程で児童生徒を御指導されました先生方にも厚くお礼申し上げます。

ここに本年度の成果を「平成24年度私たちの科学研究I左してま左め、発行いたします。紙面の都

合により特別賞及び優賞の作品を掲載し、巻末に良賞の作品名等を掲載しております。

最後に、本冊子を科学教育の推進のために御活用いただき、今後とも本県科学教育の一層の発展に

御尽力を賜りますようお願いいたしまして、発行の挨拶といたします。

平成25年 3月

熊本県守教育センター所長 松 本 隆 一
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目 次

学校名 学年 研究者名 ページ

登立小 4 山下美桜子・…………….8 

乍士小 4 平田希咲・………........・ H ・..10

中原小 3・4年生全員 (11名)……………12

東開小

芳野小

平小城小

ヨ 岳間小校区のしぜんのびっくりを見つけたよ 岳間小

2何色の服を着るとすずしし、? ~色のふしぎ~ 人吉東小

洞水東小

[小学校5年・ 6年の部]

登立小

水俣第て小

小島小

山東小

西合志東小

南ケ丘小

中松小

木倉小

八千把小

島寸土小

太田郷小

西里小

主lダ、ンゴムシ徹底調査パートE 八幡小
シは康境汚染にどこまでたえられる

薗 風でmばされにくいテントの研究 本渡北小

ヨ温度し空l柱ごと;;争 春富小
' でll!l到にiliitQ友化を、 STOP~ 

ヨ 本当に塩は草をからすのか!? 南ケ丘小

碧水小

潤徳小

N 0.1 人吉東小

ジ|パワー全開!力のある風車を見つけたよ 帯山西小
ζ.J ~紙君競争大会 4~

亨l水の押す力を検証しよう ~枇同カの研究~ υ 内小
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4 尾方河太郎 尾方健太朗 ……14

1 1ねんせいぜんいん一..........16

1 1ねんぜんいんー・・・…・・・・・…・18

2 2年生6名・・・・・…・・・…・・・・・…・20

3 迫田 一輝・・・・・…・・・…・・・・・一一.22

4 迫田佳那千・…....・ H ・.........…24

ますだえいち・…・・・・…・・・・・…"26

i貴田 佳子・・・・…・・・・…・・・・・…・・27

須佐美 里衣…・・……・……・28

高尾こう平……………29

中原佳斉-…・………・…30

岡田大敬……………………31

盾瀬月愛山戸 ー↑廿
山戸悠二朗 ・…・32

坂木実ゅう…………………ー33

4年 3組一・・・・・…・・・…・・・・・…..34

余宮利沙山川彩希
村 木 美 玖 ・・…35
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5 窪田公映…………………36

6 宮野 百香・・・・・…・・・…・・・・・一一.38

5 北野 真衣・・・・…・・・・…・・・・・….40

6 日 口 雄 介 洲崎暢………42

5 柿原希美瑛…・・………………44

5 糸山 下尋・……ー…・…….46

5 森 かなる・・・・…・・・・…・・・・・….48

5 奥村樗織莱…・・………………50

5 永田 明・・・・…・・・・…・・・・・一一.52

6 西山信希……………...・ H ・..54

6・3 河瀬怜珠河瀬舞佑……56
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~えんの下の力持ち~

[中学校の部]

セ|昔の響きのよい水琴窟の研究

三l酸のパワー ~酸は物質をどう変化させるかっ~

ヨ アノレカリ性の水溶液で葉脈標本を作ろう

2]70 12豪雨大災害がなぜ起きた?

亨l葉の緑化や光届性に有効な光の色は?

三l微生物で環境を浄化する基礎研究

ヨ よくまわる風車にするには ・4

羽 草原の環境と草原性チョウの生息状況を探る

ジ|植物の蒸散量を左右する要因とは

学校名 学年 研究者名 ページ

稲田小 6 6年生全員…・・………………58

秋津小 5 梶原悠愛…………………60

西原小 5 前村 新瑚…・・…………・・…61

菊水中央小 5 相津俊輔…・……………….62

乙姫小 5 森川捺友…・…・…………63

潤徳小 5 下回 流風・・・・・…・・・…・・・・・…..64

麦島小 5 瀧本 浩平・・・・・…・・・…・・・・・・….65

潤徳小 5 高橋美香…………………ー66

飯野小 5 5年生全員・・・・…・・・・…・・・・・….67

白川l小 6 北村優実…………ー………68

黒髪小 6 麗，"鳥 航・・・・・…・・・…・・・・・一一.69

古町小 6 山田 航平・・・・…・・・・…・・・・・…・70

託麻原小 6 今 村 桃 華…………ー………71

帯山西小 6 永尾 萌恵・・・・・…・・・…・・・・・一一.72

万田小 6 小久保和輝・・・・・…・・・…・・・・・…・・73

合志南小 6 津本 駿 ・・・・・…・・・…..........74

西合志中央小 6 6年 2組全員一一一一……ー75

益城中央小 6 矢野祝子…………………76

松高小 6 中島 拓海…・・………………77

湯前小 6・5 柳本真那福田龍之介…・一78

熊大附属小 6 竹内満寿美 …………………ー79

荒尾第四中 1 山本未来……………………80

大塚陽香高宮基弘
Aイt中 2 回中 尚輝、脇田 康代 ・…..82

鶴城中 2 山口 純輝・・・・・…・・・…・・・・・一一.84

本渡中 3 物理サークノレ・…・・・・…・・・・・…・86

玉名中 1 宮崎煩千…………ー………88

庫北中 1 高井咲希田中彩加......90

一の宮中 1 梅木麻衣・…....・ H ・.........…92

稜南中 1 山口 某奈……………………94

早津田 口向チ下回瑞希
砥用中 2 石田 あみ柏留本志歩' ・96

宇土中 2 松本莱李南……………・・…98

熊大附属中 2 竹内 美 祝 …・・……………・100

科学部生物班
八イt中 3・1 後藤和佳子 ほか4名 ・・・・・・102

文徳中 3 西村泉慧…………………104
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[高等学校の部]

県 |飛朔時のシロテンハナムグリの体温変化

劃凸レンズがつくる実像を探る H

司 豪雨災害から阿蘇の地形を考える

ジ|ばね電話の残響の仕組みについて

ジIAb03被膜の保存法と虹恒メッキの関係

ジIA 1と硝酸の反応で水溶液が青くなる原因

.:-11種々の塩を用いたスライムの合成と物性
〆 I (第2幸匝)

学校名

東町中

下益城城南中

鹿南中

佐敷中

人吉第二中

託麻中

鹿北中

沼水中

西原中

田浦中

水俣第一て中

人吉第一中

苓北中

学園大付属中

九州学院中

植木」ヒ中

鶴城中

三角中

七城中

学年 研究者名 ページ

1 伊藤瑞輝…・・……………・106

1 水谷 千茶 -…・・…...........107

1 高永城奈西林蒼 ……108

1 槙田 健照 ・…・・・・…・・一一....109

1 瀬戸 堅喜 ・…・・・…・・・… ....110

2 浅野 花菜一一一一一一 一一一111

2 一法師達也 …・…・… …・・….112

2 迫田真理チ…・…………・113

2 藤 森 真 奈 宮崎桃香…114

2 高上 和輝岡田 尚大
高野涼太郎吉野彰馬 …115

2 松川 絢信 …・…・………・・116

2 光永大愚 ………一一一117

2 野口 元 ........................118

2 村里 泰知 ・…・・・…・・….....119

2 坂本 輝吉町 拓己 …120

3 森山 華蓮 ……一一 一一一121

3 小夏 jよ大…………………122

3 匝尻 泉戸高里々花 ・・.123

3 日島佑佳…………………124

T丁中 3・2 池 田 唯 人 岩 井 宏 興 ..125

有明中 3 松井謙弥

東稜高校

宇土高校

阿蘇中央高校

八代工業高佼

第二高校

2・1
生物部
藤本仁敏平野力斗 …126
回遺亮太来屋大志

科学部物理班
吉 村 泰 河 ほか4名 …・・・128

科学部 塚本としえ
山部真子 西村幸恭 …130

高木美舞ほか5名 …一132
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烏井田歩生宮崎巴 ・ 134 
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高森高校

ジ|外来種スバルティナから干潟を守ろう大作戦 1 1第二高校
二J ~効果的な':<11取り法の研究~

ヨ 撒き餌漁をする鳥ササゴイの生態

ジ|なぜサルスベリには雄しべが 2種類あるのか

ジ |御船層群の古環境 ~火山豆右の形成過程~

マリスト学園高佼

八代南高校
八代清流高校

湧IL、館高校
第一高校
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3 理科部化学班 -……・…一140

牛物立s
高森香織ほか 11名 ...142

2・1 サイエンス部 -……ー…....144

2 科学部 …・…ー………………146

竹下勇二 小田 涼香2・1 :.;_j，~ -. ~b '-，1 t-'---i VJ"-J=I ...148 
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優|王宮山民間ヒガタアシの

学校名

大津高校

熊本西高校

八代南高校
八代情流高校

松橋高校

熊本土業高佼

第て高校

熊本西高校

松橋高校

球磨ア業高校

尚嗣高校

真和高校

大津高校

大津高校

熊本西高校

済々費高校

松橋高校

荒尾高校

大津高校

ヒトとケイソウの合わせ技 熊本西高校

[教職員の部]

第二高校

帯山小

杉上小

八千把小

第二高校

学年 研究者名 ページ

2 理数科物理班 ……………150

物理部 ・・・・・・…・・・…..........151 

1 科学部 -…一一一一一一 一一一152

2 

2・1

2 

物理部 官寄貴大
松内 光龍野正志 ・ー153

物理部 山下 和博宏
石原拓海高橋和 ・ー154

化学部 中村本 孝
土手佑真辻 一真 ・ー155

化学部 …・…ー………………156

上田克治遠藤涼介
藤 枝 将 人 上野琢磨 ・・.157

2 磯田佑成 …………………158

3・1 佐伯 恵大田佳乃チ …159

化学部 -………一一一一一160

2 牛ー物部菅本美帆……..161 

理数科牛物班 …・一一一一一一一162

生物部 ・・・・・・・…・・・・…・・一一....163

2 

2・1

牛物部
山下賢人

正ド物部
森 下 真 伍
松田胡桃

ほか8名 一....164

竹原尚希 …165
地原あゆみ

2 理科部瀧下雅幸 ・……・・166

3 

理数科地学班 ・・・・・…・・一一....167

地学金s
西山理沙森本華加 一168

木庭雄二郎…・…・… …・・….170

森川 潤……… … …・172

永田 康晃 ・…・・・…・・・… ....174

渡 遺 容 チ ……・… 一一一176

木庭雄二郎 …・…・… …・・….178
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審査講評

熊本県立大学環境共生学部教授 篠原 亮太

科学発明展示会におきまして、作品評価の審査委員長を務めさせていただきました熊本県立大学の

篠原です。県内各地から選抜されてきました小、中、高の生徒さんの作品、先生がたの作品を審査さ

せていただきました。どの作品もアイディア溢れ、また丁寧に調査された優れたものばかりで、例年

通り審査には大変苦労しました。

展示会に出品された作品は、いくつかのグループに分けることができます。理科の授業をきっかけ

に、さらに実験や調査を積み重ね、研究報告としてまとめられたものがあります。また、日常生活の

中で感じた疑問を解き明かそうと実験を繰り返して、ある一定の法則を見つけ出されたものなどがあ

ります。身の圃りの自然現象に興味を持ち、「なぜだろう、なぜかしら」と疑問を持つことが新しい

発見につながるのです。

2012年のノーベル医学・生理学賞を京都大学の山中伸也教授が受賞されました。山中先生は、決し

て天才ではありませんでした。難病に苫しむ人達に何か自分にできることはないかと考え、こつこつ

と実験を始められました。自分以外の人を思う気持ちが、大発見につながったのです。山中先牛ーの発

見は、とれからの医療の世界を大きく変えていくと言われています。

科学は、私たちの生活を豊かにし、人類の進歩に貢献してきました。鋭い感'性を持つ若い皆さんの

科学への関心や取り組みは、これからの輝かしい未来を創るには無くてはならないものです。

この科学展は、熊本における科学という花の苗を育てるところと言えます。来年もまた次なる課題

に取り組んで頂きますようお願い致します。皆さんの今後の活躍を心から祈念致します。
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平成24年度

熊本県科学研究物展示会(第72回科学展)審査委員

小学校の部

審査委員長 熊本大学教育学部准教授 渡遺重義

熊本市立白山小学校長 前田 ヲム
(熊本県小学校教育研究会理科部会会長)

熊本市立熊本博物館学芸員 清水 稔

熊本日日新聞社事業局事業部次長 池 下 敬 一 郎

熊本県教育庁教育指導局義務教育課指導主事 梅本和高

熊本県立教育センタ一指導主事 村上 ?青

中・高等学校の部

審査委員長 熊本県立大学環境共生学部教授 篠原亮太

熊本県立高森高等学校長 慶野康孝

(熊本県高等学校理科教育研究協議会副会長)

熊本市立帯山中学校長 古閑尚重

(熊本県中学校教育研究会理科部会会長)

熊本県立教育センタ一理科研修室長 村本雄一郎

熊本県立教育センタ一指導主事 中島 誠

熊本県立教育センタ一指導主事 赤峯達雄

熊本県立教育センタ一指導主事 安尾隆一

教職員の部

審査員全員

※ 審査日時 平成 24年 11月 8日(木) 午前 9時から正午まで
審査場所 熊本市立熊本博物館特別展示室
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熊本県賞J
音の高さの秘密を探る P a r t 2 

上天草市立登立小学校 4年 山下 美桜子

1 研究の目的

去年、兄と一緒にフィルムケースなどを使って笛を作り音の高さの秘密を調べた。容器の大きさ、

穴の広さなどの違いで音の高さが変わることが分かつた。今年はゴムを使ってギターの音がかわる

ようにどうしたら音の高きが変わるかその秘密を探ることにした。

2 研究の方法

(1) 方法1 輪ゴムの大きさ(折径)、伸ばし方を変えて青の高さを調べる。

(2) 方法2 輪ゴムを伸ばして、伸ばした輪ゴムを一定間隔でおさえ、斉の高さを調べる。

(3) 方法3 いろいろな容器と輪ゴムを使って音の高さの秘密を探る。

3 研究の結果と分かつたこと

(1) 方法1の結果と分かつたこと

A輪ゴムの大きさ(折径7cm) を伸ばした時

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 cm × × × × × × × × × × 

8 cm E E E E E E E E E E 

10 cm F G F G G F G F G G 

12 cm A B B G A G B A B B 

11 cm C C C D C C C C C C 

16 cm C C C C C C C C C C 

18 cm C C C C C C C C C C 

20 cm C C C C C C C C C C 

22 cm C C C C C C C C C C 

24 cm C C C C C C C C C C 

26 cm C C C C C C C C C C 

28 cm C D D E D C D D D D 

B輪ゴムの大きさ(折径5cm) を伸ばした時

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 cm E E D E E E E D E E 

8 cm E E E E E D E E E E 

10 cm E F F E E F F E F F 

12 cm F F F E F E F E F E 

11 cm F F E F F E E E F F 

16 cm H ビ E 

18 cm F 日 F F F R 日 E F F 

20 cm F G G F G G F F G G 

22 cm C C C C C C C C C C 

24 cm E F F G F F F F F F 

26 cm G G G E F G G B F F 

28 cm A A B A A A A E B B 

、司、、

ソ

シ

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

レ

、、
司、

、司、、

77 

77 

77 

77 

77 

ソ

ド

77 

ソ

フ

Aの結果のグラフ化

一・一一
----・・・・・ニ....... ・------------------------------------------------------

_______._____一一一一一-----------ー・・

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34四 1

Bの結果のグラフ化 ..・
• 

※紙面の都合上調べた結果28cmまでに省略

グラフ34cmまでに省略

実際は36cmまで調べ結果を載せている。
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く方法 1の結果から考えたこと分かつたこと〉

輪ゴムを伸ばしていく左青の高さが高くなるこ左が分かつた。しかし、 2cmずつ伸ばしても同じ

ような音の高さの上がり方ではなかった。ゴムが簡単に伸ばせる時は、折径7cmは8cmから24cm

くらい、折径 5cmは6cmから18cmくらいの時、音の高さはあまり変わらなかった。それ以上の時

は、ゴムが切れそうな感じだ、ったが音の高さは上がっていった。だから、ゴムが切れそうなくらい

まで仲ばしていくと青の高さはだんだん高くなることが分かつた。

(2) 方法2の結果左分かったこ左

A輪ゴムの大きさ(折径7cm) を30cm伸ばし

手でおさえながらはじく長さを変える

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 cm A A G A A G G A A G フ

28 cm B B A A G B B B B B ン

26 cm B B B B B B B B B B :/ 

24 cm C C C D C C C C C C ド

22 cm D D C D C D D D D C レ

20 cm E E E F E D E F E E 
、、
‘、

18 cm F F F F F F F F F F 77 

16 cm G G G G F A G A G G ソ

14 cm A A G G G A A A A A ブ

12 cm B B B B G B B B B B ン

10 cm D D D D B E E D D D レ

8 cm F F F F D F F F F F 77 

6 cm C C C C F C C C C C ド

4 cm F F E E C E E F E E 
、、
‘、

B輪ゴムの大きさ(折径5cm) を20cm伸ばし

手でおさえながらはじく長さを変える

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 cm B B B B B B B A A B ン

18 cm C C C C D D C C C C ド

16 cm D C D D D D D C D D レ

14 cm E D F E E F E F F F 77 

12 cm G G G F F G G G G F ソ

10 cm A A A A A B A A A B フ

8cm C C C C C D C C D C ド

6cm E E F F E F E E F F 77 

4cm A A A A G G A A A A ブ

• • 
Aの結果のグラフ化 -n 
df ~-
U0.・'_ ... 

.. _. 
一一

---・，--'←・一一一一一一一一-

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 cm 

• 
-一• 

く方法2から考えたこと分かつたこと〉

伸ばした輪ゴムを手でおさえながら閣を短く

していくと青はだんだん高くなっていくことが

分かつた。

※方法3 省略

4 研究のまとめ

・ゴムを伸ばしていくと音の高さは高くなるけど伸びが緩い時はあまり高くならない。

-音の高さはゴムを伸ばして伸ばしたゴムの部分の長さを変えると変わる。伸ばしたゴムを短く押

さえてはじく在高い青が出る。

・容器にゴムを張り、はじくと響いた音が出るが、音の高さの変化にはあまり関係がない。
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熊本県教育零員会賞j

環境にやさしい雑草対策
~不用になったビニールを利用して草を枯らせる~

宇土市立宇土小学校 4年 平田 希咲

1 研究の目的

昨年は4種類の不用になったビニールを用いて、草を枯らせる研究を行いました。効果が高かっ

たとう明ビニールはビ、ニール内の温度が50
0

C以上になると草は枯れ始めることがわかりました。今

年度は更に木酢液などを利用してどのような効果があるのか研究を行L、ました。

2 今年の研究の方法

lmXlmごとに草があるところに木酢液と竹酢液を散布しとう明ピニーノレとポリピニールをか

ぶせてどのような効果がでるのか研究を行いました。

3 研究の結果および考察

(1) ピエール内の温度にちがいはあるかな?

とう明ビニール ポリビニール
月日 天気 気温

木酢 竹酢 何もなし 木酢 竹酢 何もなし

7/26 晴れ 38L: 50L: 50
0C 50

0C 45
0C 45

0C 45
0C 

7/28 晴れ 39
0

C 60
0

C 59L: 59"C 50"C 49
0

C 49
0

C 

8/1 晴れ 35
0C 58

0C 58"C 57"C 47"C 46
0C 46

0C 

8/4 晴れ 36
0

C 60
0

C 60"C 59"C 50"C 48
0

C 48
0

C 

8/10 晴れ 37
0C 57

0C 59"C 56"C 48"C 48
0C 48

0C 

この実験では気温が上がると、とう明ビニールはどんどんヒ。ニール内の温度は上がり最高60
0

C

までなりました。気温が下がってもすぐにはビニール内の温度は下がらず高い温度を保ちました。

ポリビニール内は最高で50
0Cで気温が下がるどビニーノレ内の温度もすぐに下がり 、気温に弁ー右さ

れる性質であることがわかりました。また、木酢液や竹酢液を散布するだけでは、ビ、エール内の

温度はあまり差がありませんでした。全体的にとう明ビニール十竹酢液が 1位でした。

(2) 土の深さによる温度のちがい

土の深さ Ocm 10cm 20cm 

とう明ヒマニーノレ 58
0

C 36
0

C 33
0

C 

ポリビニール 50
0C 34

0C 34
0C 

ビニールなし 43L: 34L: 34L: 

(3) 草の生長はどうかな。調べたこと(草たけ)

30cm 

33
0

C 

33
0C 

34L: 

深さが浅いと温度は高くなりました

が、深くなるにつれ温度は低くなりま

した。また、3つの実験区在も同じよ

うな結果がみられました。草の根には

あまり影響はないかと思いました。

草丈が一番伸びたのは、(ポリビニール十何もなし)で草をおさえる役目はほ左んrないこ左

がわかりました。一番効果があらわれて良かったのは(とう明ヒ守ニール+竹酢液)で温度が50"C

以上になり草は暑さに負けて 1週間ほどですべて枯れることが分かりました。
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生車量

脚

脚

咽

却

。

lmXlmの面積で生草量を調べる。

左う明ビニールはきれいに枯らすこ左ができ草はあり

ませんでした。ポロビニーノレ内は高い温度を保っととが

できず中途はんぱに伸びてしまい牛宇草量が増えました。

木酢液と竹酢液を散布した部分はやや少なかったので効

果があったのではないかと思います。

(4) 

実験終了後の草丈を調べる。

~ 
とう明ビニール ポリビニール

木酢液 竹酢液 イ可もなし 木酔液 竹酢液 何もなし

草の発芽日数 15日後 25日後 10日後 5日後 5日後 2日後

一部分のみ 一番おそく 1 m2の面 約半分の面 約半分の面 全体的に発

全体の様子
発芽した。 発芽した。 積にまんべ 積が発芽し 積が発芽し 芽しどんど

んなく発芽 その後全体 その後全体 ん伸びた。

した。 的に発芽。 的に発芽。

(5) 

今回の実験から、とう明ビニールに木酢液や竹酢液を散布すると雑草の発芽が遅く雑草を抑え

る効果があるととが分かりました。また、木酢液や竹酢液は環境にも優しいし、除草剤の薬品を

使わなくても枯れるので雑草対策ができたように思います。除草剤は 1ヶ月の効果はあるそうで

すが、とう明ピ、ニールは一番暑い夏の期間は利用できるので 1ヶ月以上の効果はあると思いまし

た。

今回の実験をしてみて一番よいものから分かりやすいように順番をつけました。

順番 理由

1位:とう明ビニール+竹酢 全体的に早く枯れ発芹口数も一番おそかったから

2位:とう明ビュール+木酢 全体的に早く枯れたが、発芽日数も 2番目におそく一部分が発芽したから

3位:とう明ビニールのみ 昨年の研究と同じように全体的に枯れたが実験後は全体的に発芽したから

4位:ポリピ、ニール十竹酢
枯れるととはなかったが生草量や発芽日数などでポリビニールの中では

番よかったから

研究のまとめ・感想

(1) とう明ビニールは熱をにがさず高い温度となり、草を枯らすことができました。

(2) 50
DC以上になると草の先から枯れ始めることが分かりました。

(3) 木酢液や竹酢液は草をおさえる力がありました。

(4) 土の深さの温度については20cm以上の深さでは変わりませんでした。

(5) 日差しが強い左士の表面の温度も上がりました。

(6) 竹酢液を散布した場所は発芽するまで一番日数がかかり効果がありま した。

(7) f主草を積み、たい肥を作る実験では、草の重さは少しずつ減り半分の重さになりました。

(8) 環境にやさしい、夏場の雑草対策ができました。

(9) 草に水分を与えて温度がにげないようにすると、草は熱を出しました。

(10) 2年間の研究で色々な種類のビニーノレの特徴がわかりました。

-11-
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自体県立鮪センター賞j

変身!押戸石の草花・ 草原

南小国町立中原小学校 3・4年生全員 (11名)

1 研究の目的

中原小学校の校区には押戸石(おしといし)という大きな石があって、そとには草原が広がって

いる。去年、押戸石の草花調べをしてめずらしい草花がたくさんあることがわかった。しかし、春

にたくさん咲いていたキスミレやノVレリンドウが夏になくなったことや、夏には自分たちの身長よ

りも大きくなった草花があったりして、とてもふしぎに思った。そこで、今年は同じ草花をずっと

観察してどのように変身していくのかを調べるこ左にした。また、去年は谷の方の草たけが左ても

大きくなっていたので、草原がどのように変身していくのかも調べることにした。

2 研究の方法

(1)押戸石の谷と丘と、一人二つずつ調べる草花を決めて自分で名前をつけ、目印をする。

(2) 毎月 1回押戸石に行って、目印をつけた草花をさがし、草花の高さや茎の太さなどを調べる。

また、草花のようすをスケッチして写真をとる。さらに、においをかいだり 、さわったりして

その草花の特ちょうを調べる。

(3) 押戸石の谷の方左丘の方左、場所を決めて毎月同じ場所で並んで写真を左って草たけをはかり、

草原の変身のようすを調べる。

3 研究の結果

(1) 押戸石の草花の変身

自分でつけた草花の 平成24年4月17円 平成24年6月11円 平成24年9月13円 岡鑑などで調べたこと

名前と現出 気温谷21"(; 丘17"C 気温谷25"C丘23"C 気温谷28"C丘28"(; (・は絶めっき具稀)

キスミレ 高さ 6 c m 高さ口 cm 高さ o c m 名前 キスミレ・

-い黄だ色っくたてかスらミレみた -ふんわりしてとてもいいに -6月になったら何うなもなかっ -何もなかった。 -野開焼花きのあと、まっさきに
おいだったe 花カ旬、っぱい。 た。 6月にI土も し九 し群生する

ケンソウ I~J さ 8 c m j'.::Jさ 40cm 向さ 72c m 名門11 ホソパシュロソウ
-けんのようにシャキ -ぱちょっとベグベクしてすっ -ちょっと固くさくてキュ高ッとし -しっとりしている。:aが咲 -シュロの)J<のよフうなせんい
ンとしていたから いにおい。菜が 3本ある ている。 たけがい。 いて実ができている。 がある。悲しゆ がある d

ノコギりソウ 閣さ 10c m 閣さ 81 c m I坊さ 9自cm 名前 アソノ コギリソゥ・

-葉ざぎのざよとらへんがぎ -葉さつばがぎざぎざしていた。 -草J、ーK たけが高くなっていた。 -花が咲いてかれていた。 -R当たりのざよぎいざ草し原てにし生え
してい7こから らさらもしていた。 らさらしていた。 るe 葉がきf 、る。

イヌノコヤ 高さ 10c m 高さ 165 c m 両さ 201 c m 名前マンセンカフマッ・
-_kのこやみたいだっ -少しにがいにおい。葉がツ lが;か赤刀で105cmものびた企 ーにおいはない2 つるつるし -高[11、高!な爪にごくまれにし
たから ノレツノレレていた。 羊i 楽になった。 て葉がかれていた。 か見られいの

ナイフソウ 閣さ 18c m 閣さ 165 c m 両さワ 名前 ユウスゲ
-先がとがってさわると指 -さらさらしていて 下が固 -もう自分を追いこすくらい -いっしょうけんめいさがし -方草原さに牛え、持色い花を夕
がきれそうだったから くて上がちくちくする。 になっている。 たけど見つからなかった。 かせる。

タケホソ 高さ 4 cm  高さ 120 c m 両さ 195 c m 名前ススキ

-1る1みがたほいそだくカなってい -さらさらレていて、甘そう -，うまたけが高す切ぎ2 キがじょ -高もう少しで2m，，立たけが -花には花びらがない。秋の
、ら なにおい。 ぶで葉で ったりする。 し、目 七草の一つ。

キャベツノコ l官Jさ 3c m l胃Jさ 130c m '::::Jさ 201c m 名前パアソブ.
-キャベツみたいで小 -棄がふわふわしていた。 -棄とのに数ががいふにえおてしいがたし。ちょっ -つるがかれAI'ていた。 にがい -草は原白にごくまれ。棄の下面
さかったから 、 した 4 においが より強い。 い毛が多いJ

八ルリンドウ 占有さ 5 c m 局さ 5 c m 両さ o c m 名前八ルリンドウ

-教えてもらったから -?Eがふわふわしているc ク -たくさんあったのに少しに -前にはあったけど、なくな -茎の先咲にコパノレトプノレーの
Fームのにおいがする。 なっている。種がなくなった。 っている。 1Eをかせる。

パセリ 1".::'さ 3c m !~J さ llcm 1::;.さ ワ(はかつていなし、) 名目11 ツクシゼリ
-菜っぱがパセリみた -菓ががさがさしている"水 -プロッコリーのにおいがす -ほんもののパセリのにおい -h州とくさんで、阿うな蘇葉に。多
いだったから のにおいがする d る。 みたい。 い自 にんじんのよ

フンノキ 閣さ 18c m 帽1さ 25cm 両さ 25c m ，*，，!IIr: Jヤナギ.

-値ウ物サのギ近のくふにんあがっとたの -ふわふわしていて、ざっと -ヂクヂクしていて、ざっと -実がついていたe ざらざら -九き州の草北原部になまどれ限lられたちい
く、ーはんのにおい= く』はんのにおいe している。 こ見られる。

レイ トウソウ 高さ 3 c m 高さ 51 c m 両さ 16c m 名前 オカオゲルマ

- ~っ Itが白だくてこおっ -葉ぶっぱのら葉線のがi白い。が葉しをjつ -がさがきしていて、かれて -1とがいにおいがする。新し -日多寸たりのよい革J凧に生え
てるみたいから した こおい た。 いる。 い芽があった。 る年草。

※ワラピ (ワラ ビ)、 フキノトウ(フキ)、 ンャキソウ(ヤマアザミ、ノアザミ)、ザラパ(コウゾリナ)、 ユキソウ(フモ トス ミレ)、イチゴソウ
(ミツパッチグリ)、チダケ(ネザサ)、 口イヤ/レ(ヤマ ヤナギ)、サザク ロ (カノ コソウ)、ユワレイ ソウ(クサフジ)の 11種数は省略

※5月18R、7月13R、10月16Rの記録、草たけのグラフ、写真は省略。
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-キスミレやハノレリンドウは、春にJとが咲いたあとに種ができて、かれてなくなった。

・4月には10cmくらいで小さかったタケホソ(ススキ)やイヌノコヤ(マンセンカラマツ)は、

10月には2m以上になって、おとなの人をこすほど仙びた。

・ナイフソウ(ユウスゲ)やキャベツノコ(パアソブ)は、花がl咲く前にかれてしまって、花が

比られなかったので残念だったc

・シャキソウ(ノアザミ)やサザクロ(カノコソウ)は、花が咲いてかれてしまっても、近くに

また新しい芽を出していたがらすごいと思ったD

• 7月になるとまわりの献がとても伸ひ会て、ナイフソウ(ユウスゲ)や、サザクロ(カノコソウ)

は、いっしょうけんめいさがしたけど見つからなかった。

(2) 押戸石の草原の変身

ヤ成24年4月17口 すー成24年 6月11口 ヤ-成24年 9月13日

仔ーの)j

谷の方

-丘の方は、 7月から 9月にかけてあまり伸ひ舎なかったの 10月には草刈りがしてあったの

-谷の方は4月は草が短かったけど、 7月と 9月には先生も比えないくらい草が伸びていたの 10

月は少し市がかれてきた。

4 研究のまとめ

・キスミレやノリレリンドウなど、春に花が咲く骨;花の中には夏にはかれてしまうものがあることが

わかったじ

・春にJとが咲かない草花は、夏や秋になるまでどんどん大きくなっていき化が咲いたのが多いけど、

とちゅうでかれてし去った草花もあったc

・イヌノコヤ(マンセンカラマツ)のように 1か月で105cmも伸びた草花もあって、おとなの人の

せたけをこすほどのびる草花もあったc

・野焼きをしてあった谷の方は草がどんどん伸びて、身長ーよりも大きくなったの 草刈り をしてあっ

た丘の方はあんまり草たけが大きくならなかったの

・シャキソウは、さわると痛くて同じ前花だと思っていたのが、大きくなっていくようすを観察し

たら、花の咲く時期、あ違っていてノアザミとヤマアザミだった。よく似ていてもちがう革花があ

ることがわかったυ

・押戸石の草花の中には、キスミレやマンセンカラマツ、アソノコギリソウ、パアソプ、ノヤナギ

など絶めっきぐ種がたくさんあることがわかった3

-草たけが高くなると、その草でうでを切ったり、 Tーを切ったりするので長そでの服と長ズボン、

それにぐん手があった)jがいいと思ったc

-1:1-



熊本博物館賞j

上ぐつをきれいにする方法~布のひみつを探る~

人吉市立東間小学校 4年尾方朔太郎・尾方健太朗

1 研究したわけ

テレビで運動靴にベビーパウダーを付けると汚れが落ちやすいと言っていたので、上靴でためし

てみた。そこで、布の種類によってどんな汚れの付き方をするのか、何の粉が落ちやすいのかをミ

クロスコープを使って研究してみた。

2 研究の方法

(1) 布の特徴を調べる。(布の種類 ・・ ガーゼ¥ ソフトツイル、綿ブロード、麻、ポリエステル)

①触った感じ ②ミクロスコープで観察し、カメラ撮影 ③インターネット ④吸水率調べ

(2) 粉の特徴を調べる。(粉の種類 ・・ ベビーパウダー、かたくり粉) iてご <吸水率>

①触った感じ、臭い ②インターネットで成分や特徴調べ

(3) 汚れの違いを調べる。

①水に溶けない固形物(砂) ②水溶性(しよう油)

③油溶性(ドレッシング)

(4) 汚れの落ち方を調べる。

①水洗い ②洗剤を溶かした水につけてとすった後、水で洗う。

3研究の結果

ガソ綿麻ポ

| フブ リ

告 flL|磯 部|輯 ぉ1012L|輪 出少
(2) 粉の特徴を調べる。

一 l 滑石と片栗粉が原料である。小さな粒が
~ド』ー l

。ー 、 |水分を吸い上げ、デンプンで湿度を保ち、
パウダー |

E 滑石で表商を滑らかにする。

チョークや

曲玉に使わ

れる。

現在は、芋のデンプ

ンが多い。さくさく

している。

(3) 汚れの違いを調べる。 (4) 汚れの落ち方を調べる。

I~ 
ベビーパウダー 片 栗 粉

砂 しょう油 ドレッシング 砂 しょう油 ドレッシング

ガ 繊維の目が広 粉の上にしょ 粉に抽が浮い 落ちやすいが 粉の上にしょ 粉と泊がくっ

いので残って う油が浮いて ていたが、 し 繊維の目に残 う油が浮いて ついていた。
ゼ いる。 し、る。 み込む。 りやすい。 いた。

落ち方 水色 |洗@ 。 | 。 × 。 δ | 。 o I 。 × 。

ツソ 繊維の闘が細 粉と固まって 粉と油が くっ でこぼこの溝 粉とくっつい 繊維の溝に圃

イフ かいので、取 しみ込んでい ついて浮いて に少し残って て固まってい まってかがや
ノレト れやすい。 た。 いた。 いた。 た。 いていた。

落ち方 δ l_Q 凸 I。 凸 I。 o I @ 合 I。 δ l_Q 

-14-



ドl綿プ
繊維の闘が細 粉としみ込ん 粉が油を吸い 繊維に入りに 粉とくっつい 粉と油がくっ
かく半らで繕 で固まってい 込み、 しみ込 くく、砂が落 て困まってい ついて固まっ

Tゴ ちやすい。 た。 みが少ないc ちやすい。 た。 ていたc

訴も方 。|。 。 I@ ム I0 。|。 ム I0 ム I0 

繊維の闘が広 粉としみ込ん ゆっくりとし 落ちやすいが 粉としみ込ん 粉と油がくっ
麻 いので、少し で凶まってい み込み、粉と 繊維の目に残 で出まってい ついて固まっ

残っている。 た。 固まっていたC りやすい。 た。 ていたc

務ち方 。|。 ム I0 x I 0 。|。 × × 

スポ 繊維の日が細 粉としみ込ん 油が通り抜け 繊維の闘が細 粉としみ込ん 油が薄〈残り、
テリ かいので、取 で阿まってい て、あまり残っ かいので、取 で同まってい 粉が岡まって
ノレコニ れやすい。 た。 ていないc れやすい。 た。 いるc

落、)i 。|。 。 I@ 。|。 。 I@ 。|。 。|。

。よく落ちる O落ちる ム少し残っている ×汚れがたくさん残っている

4 研究のまとめ

(1) ・繊維の目があらいガーゼや麻は繊維のすき聞が多く、水を吸収しやすいことが分かつた。

・繊維の目が細かいポリエステルや綿ブ‘ロードは、繊維のすき聞が少なく水を吸収しにくい0

・布を買いに行ったら、綿100%でも平織りや綾織りの年地があることが分かったG

(2) ・ベビーパウダーは、いいにおいがしてさらさらしているじインターネットで滑石とデンプン

が成分だと分かった。

・片栗粉は、サクサクじていて無臭である。現在は、宇のデンプンが多くノkに溶けやすい。

(~) ・繊維の日があらいガ}ゼや麻は、汚れが繊維に入り込んで、汚れが取れにくい。

・繊維の円が細かいポリエステルと綿ブロードl士、水や汚れがしみ込みにくい。

・片栗粉のデンプンは水に溶けやすいので、汚れが繊維にしみ込みやすいことが分かつた。

・ベビーパウダーは、デンブンの成分から水をしみ込みやすいれしかし、滑ゐが入っているの

で、表向が滑らかになって汚れが取れやすいう

(4) ・目が細かいポリエステルと綿ブロードは、砂がすべって汚れが落ちやすかったD

・砂やしょう油は、水で、ふ的オしが落ちやすい。 ドレッシングは油溶性なので、洗剤がいい。

-砂やしょう油は時聞がたてば汚れが岡まって取れにくいので、すぐに洗い流した方がいい0

・上靴は2本ずつの繊維で織つであるので人-夫である。目が詰まっているので、汚れにくい0

・イliは、水を吸い込んだ、り、通したりする性質があることがわかったc

<感想、>

01つ 1つの汚れの様 fーをミクロスコープで見て、一昏

分かりやすいところを見つけていったc それをカメラ

でとってもうまく写っていないこともあり、とても時

間がかかり大変だったっでも、布や粉の種類によって、

汚れの付き方や落ち方のちがいが分かってよかった3

(朔太郎)

05種類の.. (Jjを粉別に汚れの十Jき方や落ち方を調べて標

木にすることは、とてもλ変だった。二人で分担して

作業をしていったので、やっとできあがったe ぼくは、

最後まで、ゃったのでうれしかった。これからも、でき

るだけ汚れがつきにくい工火炎して、大切に使ってい

きた い。(健よ 朗 )

-15-
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テレビ‘で、も説明があったが、

繊維の自にベビーパウダーが

人り込んでいるので汚れが上

に付いて、いっしょに落ちる

ことがわかった。



熊日ジュニア科学賞j

かくれんぼチャンピオンをみつけたよ!

くまあとしりつよしのしょうがっこう 1ねんせいぜんいん

1 研究の目的

学校で、生活の時間に虫を捕まえました。虫を捕まえよう k思っても、逃げてどこに行ったか

わからなくなりましたc かくれんぼをする虫がいたので、もっと調べたくなりましたc

2 研究の方法

[観察 1] 

|調べる方法|

(1) かくれんぼしている生き物を探す。

(2) 写真を撮る。

(3) 生き物の名前と隠れ方を書く。

|調べた場所|

(1) 畑

(2) 教室の裏

(3) みんなの森

[観察2]かくれんぼチャンピオンについて、もっと調べるじ

(1) 学校にいる種類と体の什組みを調べるU

(2) 画用紙の赤、黒、黄、緑を虫かごに入れて、どの色にたくさん集まるかで好きな色を調べる。

(3) 革、ジャガイモ、キュウリ、レタスを虫かごに入れて、 1円後にどのくらい食べたかで好きな

食べ物を調べるc

(4) 観察H記をつけるc

3 研究の結果

I観察 l】隠れていた場所と牛.き物の種類

(1) 畑 (2) 教主の裏

虫の名前 | 数

パック 10匹

(1) 畑

ばったが、はつ

lまのところに

いました。

虫の名前

ノ〈ッタ

コオロギ

カエル

-16-

数 虫の名前

5匹 カミキリムシ

1111 カマキり

1匹 ダンゴ‘ムシ

数

1匹

l出

1匹

つ('.fの土に

いました臼



(3) みんなの森

虫の名前 数 虫の名前 数

ノ〈ッタ 3匹 ダンゴムシ 1匹

カマキリ I~ ワラジムシ l出

カエル 1匹 ザトウムシ 1匹

トカゲ 1匹 イシノミ 1匹

~司『、，/-冒 1匹

(3) みんなの森

みみずが、かれたはっば

にかくれていました。

し、しのみが、かれたはっぱ

にかくれていましたc

I観察2]

(1) 5種調のバッタが此つかったの

ウマオイ、イボパッ夕、イナゴ、オンブ、バッ夕、シ ョウリョウバッタ

(2) 緑、黄、黒、赤の色画用紙を虫かごに人れて調べたら、好きな色は黒だった。

1分後 3分後 5分後

縁 1匹 2匹 2匹

抗 2pL; 2pr:; 3匹

黒 6匹 6匹 6匹

赤 O~ 0目玉 0 目玉

(3) 草、ジャガイモ、レタス、キュウリを虫かごに入れて、 1口たったら、 草をたくさん食べてい

たo 1イ立 草 2位 レタス 3位ジャガイモ 4イ立キュウリ

4 研究の考察

I観察 1] 

0牛.き物によって、いる場所がちがうリ

O体の色と周りの色が似ている。

0有や葉をJ:!けたり、葉を動かしたりする左見つけることができるυ

I観察2]

0バッタは、黒い色が好きで、草を食べるn

Oバッタの食べ物が草;だ、から、草原にいるn 匂いでつられているのかもしれないの

-17-



熊日ジュニア科学賞j

ふしぎだねだんご虫

山がしりつひらおぎ小学校 1ねん ぜんいん

しらべようとおもったわけ

凶語で「みいつけた」というお話をベんきょうして、生き物さがしをした。そのとき見つけてつ

かまえただんご虫が丸くなったからびっくりした3 だんご虫にはほかにもたくさんのひみつがある

のかなあと思った3 そとで、みんなでっかまえてわたしたちとのちがし、をしらべてみることにしたc

2 しらべてみたいこと

(1) ひらおぎ小学校の中で、だんご虫がたくさんいるところはどこか。((じっけん1))

(2) だんご虫の休l士、どうなっているのか。((かんさつ 1>) 

(3) だ、んご虫は、どんなことをしたらまるくなるのかo ((じっけん 2)) 

(4) だんご虫は、どっちにすすむのかo <<じっけん 3>) 

(5) だんご虫は、どんなへやがすきなのかn <<じっけん4)) 

3 しらベかたとそのけっか

(1 ) どこにたくさんすんでいるか、 11のばしょで

10分間だんご虫をさがしてかぞえる。

(2) だんご虫の体はどうなっているのか、

(1-)瓦f11vヱ也つl之たくぎんすんでゅのの"¥

S〆 主 活重罰極極量臨~~況の下 ， 1'tA'~ CD<きすて!芝長ぜ 刀碍明開町

!? ぽ
@Iといい〈わ~ 0ひき 止亘f

@守〆
0ひきaιふ

⑪ t OVき

[③刊のの下 OtAき

細企ー
@ しま θ付

虫めがねを使って、かんさつするじ

Btて 。¥.1ろはく与くて‘隠いいう.

叫…K一き吋ろ
もようゐ礼噂‘aあちる虫もいた.

(但ほA幻;z允tで?、"叫‘

。あしlばま 2み担ぎ引1..ワ偶AムへWγ
ゾt戸=ワlほまん、あわ也マ

。うらのしめは、クす~，~丸山内，
。つののはん7ミいいきいろの
参る沿い Zフあった.

。まるくなるときぷ均句、、也、

(3) だんご虫を丸くするためには、どんなことをしたらよいか20匹でしらべてみる。

だんご虫にすること 鉛筆の先 大きな背 強い風 ころがす 手でさわる 水をかける

丸くなるJI闘の一予想、 4番丸くなる 丸くならない 4若手丸くなる 2蕃丸くなる i番丸くなる 2番丸くなる

紘 まるくなった 2111 2 ~ 1叫 81!_五 9 ~ 4~ 

果 まるくならなヵ、った 18匹 18匹 19匹 12匹 11 pt; 16匹
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(4) だんご虫がどっちにすすむのか、全員で 5匹ずつ紙の上において歩く後をえんぴつで書く。

① なにもしないで、 ただ紙の上におく。

② 手の中でコロコロまわして、目が回ったじようたいにして紙の上におく。

. 
〆て

• • .... r . 
• . . . . . 
2 • -e・・・・. . 

上主1 .・・圃・J・.r4 • -・.aJ 6 ' 

、・.-' 
ー.1""ー'--. 

; .. . • . .. 
f司4』:444，・a・. -t./，、、 --. a .も

.~・・・一.. ‘・-・.・. 
・.. 

~ _.' ": ー・ . ・-ー

~ .f''' r 
UPおffり-

. ‘宍: 、~. : • 
あF、り すずヵ5 l手おも1 しょうた ひろき じゅり'-、』・

(5) だんご虫は、どんなへやがすきなのか30びきをまん中においてしらべる。

0 

25匹

かわいた砂

× 

5匹

4 しらべてわかったこと

2回せん

暑い38度 |冷たい23度

× 

4匹

0 

26匹

vlな-f: 

3回せん

• ，aF ，. 

，.z ι， .r..-. t 
t-

I 
あE、き

(1) だんご虫がたくさんすんでいた左 ころは、ラビットハウスや草すてばだ、った。 rっちも草やお

ちばがあり、くらくてしめっていた。 はんたいに、だ、んご虫がいなかったばしょは、明るくてか

わいた土やすなのところだ、った。とんど、こ うえんにいったら石やおちばの下、 すみつこのくら

いと ころ、コンクリ ー トのブFロックの下など、くらくてしめったと ころをさがして見つけたい。

(2) た、んご虫には、足が14本もあってびっくりした。本でしらべたら、だ、んご虫はこん虫ではなく、

えびやかにのなかまだとかいてあり、またまたびっくりした。

(3) だんご虫を丸くするには、わたしたちが手でもってさわるといいことがわかった。

(4) わたしたちは目がまわったらふらふらあるくけど、だんご虫も手の中でまわして目をまわさせ

たら、すすみかたがゆっくりで、とまっている虫もいた。やっぱり 、だんご、虫も目がまわったの

かな。

(5) だんご虫は、わたしたちがよそうしたとおり、つめたくておちばがあってしめっていると ころ

がすきなんだということがわかった。
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熊日ジュニ?科学賞j

岳問小校区のしぜんのびっくりを見つけたよ， ， 

山鹿市立岳閣小学校 2年生 6名

しらべることとしらノミかた

(1) いつ、どとで、何をはっけんしたかをカードにまとめる。

(2) カードには、日で見たこと(いろ、大きさ、ょうす)、におい、耳にきこえたこと、手ざわり、

あじ(食べた り、みつをすったりできるものだけ)を絵や文でかく。

(3) 小さいものは、虫めがねやマイクロスコープでしっかりと見る。

(4) 同じものは、春、なつ、秋、冬のようす左くらべて書く。

(5) はっけんしたばしょは、校区や学校の地図にシールをはる。

(6) 大きさがかわったものは、わかりやすく図にする。

2 はっけんしたこと(しらべたけっか)

(1) はっけんしたばしょ(地図にシールをはったもの :図は省略)

(2) 竹のびっくり(図 :略)

しるし左しるしの聞が長くなっていた。ちゃえんの手入れのとき、おちゃ畑のささは、ねっ こ

がつながっていて、なかなかぬけなかった。

(3) チョウのびっくり

0 ツマグロヒョウモンチョウ(図:略)

ょう虫は、パンジーを食べる。くろくて毛虫みたいだから、先生がとわがった。毛は、 オレ

ンジのもょうから 2本ずつ出ている。大きくなって、花だんからぞうきんがけの左ころまでう

どいて、ぞうきんがけのぼう にぶら下がってさなぎになった。 10秒ぐらいでさなぎにへんしん

する。何回も体をふってさいごのかわをぬぐ。かわをぬぐことができないと、さなぎになれな

い。さなぎの金色のもょうがきらきらしていて、すごい !

0 モンシロチョウ(図 :略)

ょう虫は、キャベツやダイコンのはを、上から下にむかつて上手に食べる。教室でたま ごか

ら育てたよう虫は、ほとんどさなぎになるが、畑でとってきたよう 虫は、 コマユパチが出てき

てほとんどさなぎになれなかった。

0 チョウへのへんしん(図 :略)

さなぎからチョウになるとき、 ツマグロヒョウモンチョウは、 血みたいな赤いしるをおとし

たので、びっくりした。いたくないのかなと思った。本でしらべると、いらなくなったえきを

体の外にすてるそうだ。モンシロチョウも同じかなと思ってかんさつしたら、うすちゃいろの

えきをお左していた。うすちゃいろだったから、気づかなかったんだと思った。

(4) シロツメクサとヒガンバナのびっくり(図 :略)

Oシロツメクサは、ねっこで、つながっている。だから、一つ四つばを見つけると近く にたくさん

ある。

Oヒガンバナをほると玉ねぎみたいな小さなきゅ うこんが出てきた。きゅう こんときゅうこんが

ねっこでつながっている。ヒガンバナのきゅうこんを水さいばいしてみると、細長いはっぱが

出てきた。はじめてヒガンバナのはつばを見たから、ヒガンバナもはっぱがあると とがわかっ

た。 11月にヒガンバナがさいていたところを見に行くと、みどりのじゅう たんのようになって
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いた。

(5) セイヨウタンポポのびっくり(図:略)

学校にはえている草で一番ふかくはえているねっとは、タンポポで、 50cmより長かった。タン

ポポもかたまってはえているので、ねっこがつながっていると思っていたけれど、つながっては

いなかった。

(6) スズメパチのすのひ、っくり(図.略)

市71てのハチのすは、バスケットポーノレよりずっ左大きかった。もょうがきれいで、あながいっ

ぱいある。岳問小学校に、ハチのすはないけれど、 5月"-'6月にかけて、ときどきスズメパチが

入ってくるのでドキドキする。でも 7月になると見かけなくなる。

(7) カナヘピのびっくり(図:略)

ひっくりかえすとしんぞうがどくどくうごいているのが見えた。体はざらざらしていて、長さ

は12cmぐらい。 rの足にも 5本ずつゆびがある。人なつっこくて、手にのる。ワラジムシを食べ

る。カナヘビ、の赤ちゃんは、よわいのでコオロギが食べることもあるそうだ。

(8) ジョロウグ、そのひ、っくり(図:略)

かんさつしたジョロウグモは、目の数は5つだ、った。本でしらべると 8つあるそうだ。ジョロ

ウグモの目はくろくて、体に毛もふさふさあるので数えにくい。かていか室のまどのくものすは、

1mぐらいあってひ'っくりした。くものすは、きいろでべたべたしている。

(9) ススキのびっくり(図:略)

ススキのはっぱは、マイクロスコープで見る左のこぎりのはのようにぎざぎざしている。ゆだ

んすると、はをとるとき、手が切れてしまう。紙も切れるかためしてみた。紙に、はつばをまっ

すぐあてても切れなかったが、ななめにあてるときれいに切れた。ススキのほは、花なのに花び

らがないのでふしぎだ。

3 わかったこと、しらべてみたいこと

(1) しょくぶつは、ねっとやきゅうとんやたねでひろがるというととがわかった。

(2) ねっこでひろがるしょくぶつは、草とりがたいへんだ。わけは、ねっこに土や石がからまった

り、ねっこがふかいところまでひろがったりしているからだ。

(3) 岳聞にすむ人たちは、岳開校区をヒガンバナでいっぱいにしようとしている。た、から、花のく

きが上がる前に草をかつてしまう。ヒガンバナがいつもひがん前に出てくるから、草かりをする

日にちがわかるそうだ。ヒガンバナは、どうしてひがんの日がわかるのかふしぎだ。だ、から、来

年しらべてみたい。

(4) 春は、虫のたまごやょう虫やチョウやハチがいっぱいいる。そして、いっぱいえさを食べる。

なつは、ハチが少なくなって、 トンボ、セミ、カメムシ、カブトムシ、 クワガ夕、カミキリムシ

などが多く見られる。でも、先生が「岳閣はセミが少ない」と言っていた。ツクツクボウシやヒ

グラシなどすずしいところにいるセミしかいなし、からだと思う。岳開校区は、すずしいのかなあ

左思う。秋は、クツワムシ、コオロギ、スズムシなどなく虫が多いこ左がわかった。

(5) アカトンボは、 9月の終わりごろだけきゅうに出てくる。さむくなったので山から下におりて

きたのだと思う。

(6) きせつによって、 生きものの しゆるいやょうすがかわることがわかった。

4 まとめ

岳閉校区は、めずらしい牛ーき ものがたくさんいて、いっぱいびつくりをはっけんしました。とれ

からもよくかんさつしてびっく りをいっぱい見つけたいです。
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熊日ジュニ?科学賞j

何色の服を着るとすずしい? ~色のふしぎ~

人吉市立人吉東小学校 3年迫田一輝

研究の目的

夏休み毎日暑いので何色の服を着たらすずしいのか気になりました。色によって光の通し方や熱

の伝わり方がちがうのか調べてみたいと思いました。

2.研究の方法

(実験 1) 絵の具で色水を作り、外に出して温度をはかる。 3時間後に家の中に入れて温度の下が

り方を調べる。

(実験2) 水道水を入れたコップにフェルトをまいて外に出して温度をはかる。

3時間後に家の中に入れて温度の下がり方を調べる。

(実験3)

(実験4)

(実験5)

実験1で一番温度が上がった色でこい色とうすい色を作り、温度のちがいを調べる。

画用紙にクレヨンで色をぬり、虫めがねで太陽の光を集めてみる。

絵の具の色水で氷を作り、外に出してとける時聞を調べる。

水道水で作った同じ大きさの氷をフェルトの上におき、とける時間を調べる。

同じく、同じ大きさの氷をフェノレトでまいて左ける時間を調べる。

(実験6) 同じ大きさのフェルトを水にひたして、しぼらずに太陽の光にあててかわかす。

10分ごとに重さをはかつてフェノレトのかわき具合を調べる。

3.研究の結果

案取1

外に出してか 3時間書の温庄 (担皮1 。分かbの温度姐 i位 ('C)

‘ 
明 轟

晴れ〈園会た}
温度 36 37 40 41 43 38 百 岨 44 
lIllt量 7 8 11 12.5 15 10 10，5 13.5 16 

晴れ【聞かげ】
置置 33 31 31 31 31.5 31 31 31 32 
温車:!! s z z 3 2.6 3 3 2，6 3.6 

.り
量 33 31，6 32 E 33 31.5 31.5 32 33 
E車量 s 2， . s s 4 z目. 2.6 s 3 

晴れのち・n 置車 35 盟 盟 掴 掴 36 揖 盟 盟

温度差 l 8 7 ' 8 6.6 5 8 7.6 

.~"ら瞭れ
IIIl1: 38 岨 40 41 42 37 措 岨.5 .u 
置車量 10 10 11.6 12.6 13.5 9，i l。 11.6 14 

."を時"あでてラたイ ト
温車 33 33 33 昭.6 32.. 32.6 32，扇 32.6 32.i 

l z 2 1.5 1.6 1.6 1.6 l.5 1.6 

寵白中に入れて 1時間唱の温度 【温度』 ・・・外に出して2時間置か 1;(1)温度量自 H宜 rcJ
気温

時れ 〈岡令官t】 IIIl1: 32 
置車量 4 

国北 〈国書量的
温車 31 

凪虚蓋 4 

.~ 
量産 29 
温度差i 4 

時れのち.~
温度 現

lIllt量 4 

..のち晴れ
置置 36 
lIllt差 ー‘

司院の~やaでbてラ仕イト
直直 32 

車車量

..8 
天短時れ1回目 H 山田.-

置 34't:

0 

28 

2・

自 轟

31 32 92.5 32 32 31.5 31.5 31，5 
4 4 -6.6 -11 4 -7，6 -10，6 -12，6 

31 31 31 31 31 31 31 31 
。 。 。 -0，5 。 。 。 ー1
3D 3D 3D 開 30 開 30 回

-1，5 4 4 4 -1.5 -1.5 4 -3 

34 36 34 35 34 祖 34.6 36 
4 4 4 4 4 -2 -2.5 -2 
34.6 36 苗 36 34.6 34，6 36 36 
-ti九6 -t> -<i -T -2.6 "4，6 -6.6 4 
32 32 31.6 32 32 3l.5 32 31，6 
1 1 l -0.5 -0.6 1 一。'.6 1 

1番温度前上がった黒で開A てみ世

3 D~ ll時間 1 2剛圃 1 .時開 ・10913 0~ l l 町田

37 1似).61 42 1 43.6・ 39，61 34 1 31.o 
9 1 12. 6 1 14 1 lo.6 I "4 1 -9.6 1 -12 
3・ E 唖 143，6144 ・3・61341 32
1o I 14 I 16，1) I 16 ・ --4.6I -10 I ← 12 

."外〈同なた} 一一一一+・一一一ー 四位畑中一一一一+

309' I ] 

34 1 36 
4 1 6 
34 1 37 
4 1 7 
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単位('CJ
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胡.61 46、6・岨.61四.61 開
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41目61 47 ・岨目61 38.6136.6
11. 5 1 17 ・-01..1吋8.51-11.5 

ー一一一ー・・一一一- .畑中 ー一一一+

実.2
外に出してか 3時間'の担庄 (亀島 0分からの圏直量

明

時れ(固なた〉
温度 間 岨.6 41 41.6 碍 珂.6
温車重 マ 10.5 12 12.5 11 9.5 

珊れ【聞かげ3 温度 回 31 31 31 31 31 
圏直~ 3 。 。 。 。 。

'島、 置111: 開 32 32 92.6 31 31.6 
温車聾 3 s 3 3目5 2 乱S

鴫恥のち.~
温度 国 鋭込5 掴 40 措 割

温度差 l 9 9.6 10 8.6 10 

.'1)1;.晴れ
極度 掴 34 34.5 35.5 34 35 
温度量 10 4 4.6 6，6 4 5 

僚の金附あでてヲたイ下
圃JJ( 間 33 33 現 33 32.6 

l z 2 2 2 l.5 

まの中に入れて 1時間唱 の温度 (温且E ・・ ・外に出して S時間量からの温度差】

気温 自

IIfn (恒なた〉
lIIlI: 32 31 30.5 31 33 33.5 

温度量 -3 -9.6 -10，6 -10，6 4 4 

晴れ t固かげ〉
圃JJ( 31 31 31 31 31 31 
温鹿蓋 4 。 。 。 。 。

.~ 
温度 却 3D 30 30 加 30 
温度差 -4 4 4 ベ2.5 -1 -1.5 

同れ@も・"
温度 間 36 36 36 34 36 
極量量 4 -3.5 -s -5 4 4 

.."ち晴れ
温JJ( 闘 担 33 担 34 33.6 

温度差 -6 -1 -1.. -2，6 。 -1.6 

gneEhabでてラたイド
極度 盟 32.6 32 32.6 32，6 32 
温直望 1 -0.6 1 ペ~6 -0.. -0.6 

実験4

はやい

色 属 縁

" 赤 ，. 
1回目

..てす食~ら
8朝時

もえた時咽 1，5 2 2 s 

色 • 事量 菅 赤 '構2回目
あてす，4tFb もえた時咽 2 2 2 s 

色 E晶 費量 司普 事

'ー
1回目

あてすたぞら

1昼3時

もえた時咽 1 1.5 2 1込

ー邑 iI¥ 量量 脊 赤 '島2回国
あてすたeらも免た時咽 0.. 0.6 0.6 1 

色 晶 量量 赤 青 • 1回目

~ もえた時咽 L 1 l z 2 

17時

霊園周
4邑 晶 • 赤 '民 育

も*-た時咽 l z 2 4 11 

t位「巴)

島

42 岨.6
13 13.5 
且 31 
。 。

32 33 
3 4 
掴 40 

9.6 11 
37 38 
7 8 

33 33 
2 2 

E位 rcJ
司込

31.5 31 
-10，6 -11.6 

31 31 
。 。

開 冊'.6
-2 -2，5 

34 36.6 
-5 -4.5 
34，6 34 

-2.6 -.j 

32 32 
1 1 

相そい

責 自

4 10 

貧 白

4 8 
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黄 白

事

買 白

3 w制uU4r，-、も

黄 白

回 wSb0り.のでみ

もえた時間〈秒)
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実験S 実験 @

4.研究のまとめ

色水の温度は、黒→青→緑の順に上がることがわかった。

色水の温度が上がらないのは、白と黄と言うことがわかった。

家の中に入れて 1時間たつと色に関係なく同じ温度まで下がるので温度が上がった色ほど下がる。

曇りの時や日陰に置いた時は色によって温度の差は出ない。気温が上がると温度も少し上がる。

また、家の中に入れても温度変化があまりない。

曇りの時は差が出ない。けれど、途中で晴れると差が出る。 30分で黒と自の温度差が出る。

透明よりも色水の方が温度が上がる。

フェルトは黒が一番上がったけど次に上がったのは色水とちがい緑だ、った。フェルトの色がとい

青でなく水色だ、ったことが影響したのかも知れない。ただし白、黄はあまり上がらないことがわかっ

た。

ライトをあてた時は色によって温度差は出ない。でも 3時間たつと温度がどれも少し上がる。

虫めがねは黒が一番はやく白が一番おそい。自の次に黄がおそい。けれr黄以外の他の色に大き

な差はなかった。

虫めがねの実験は朝と夕方は太陽がかたむいているので昼より光を集めにくく時間がかかった。

こい色とうすい色の実験では予想、とちがってうすい色の方が上がったのでおどろいた。しかし、

大きな差はなかった。

氷の実験は 3種類やってみた。黒がはやく 黄がおそいかな?左思うけr、はっきりした結果が出

ずに失敗に終わった。氷のとけ方には色の関係よりも、その他の事が大きく関係しているのかも知

れないと思った。 今後、さらにくわしく調べてみたいと思う。

布のかわき方は 3田中 2回、黒が一番早くかわいたがその他の色は結果がはっきり出ずに失敗に

終わった。布のかわき方には光や熱だけではなくて風も関係しているのかなと思った。今後、さら

にくわしく調べてみたいと思う。

5.研究の感想

この研究をしてみて 白か黄の服を着ると夏でもすずしいのかな左思いました。見た目では青い

色は、すずしそうだけど実は熱を集めやすい事がわかりました。また、黒は熱を集めやすいととが

わかったので外で遊ぶ時は、必ず帽子をかぶろうと思いました。
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熊日ジュニア科学賞j

パート Eペーパージャイロ飛べ!飛べ!

調べた理由

昨年は、ベーパ}ジャイ ロの直径と長さを変えてった験をしたc 直径は7cm、長さは9cmがー岳連

くまで飛ぶことが分かつたc 今年は、紙の種類を生えたらどうなるのかなと思った。そこで、たく

さんの紙の種類の、 ペーパージャイロを作って、 飛び方を調べることにした。また、ペーパージャ

イロを飛:1す時に阿転させると、飛び方に変化があるかも調べてみた。

調べた方法

(1) 木の板で作った発しゃ台に、わゴ、ムをつけてペーパ←ジャイ

ロを飛ばす。引っ張る長さは20cmと40cmにするn 発 しゃ台 1の

前を高く|げ、高さは7.6cmにして、発しゃ台の角度は23度に

する。(ジャイロの前の方を引っぱって発しゃする台)

(2) 丸い木のぽうに、 ベットボ トルをさして、わゴムをつけてベー

パージャイロを飛ばす。 ペーパージャイロを回転させる時は、

わゴムをひねって発 しやする。わゴムをひっぱる長さは20cmに

する。(ジャイロの後ろからおし出して発しゃする台)

結果・分かったこと(来ペーパージャイロはA4サイズ‘の紙で作ったが、紙の厚さにより長さ、

佳那子迫田4年菊池市立削水東小学校

(
発
し
ゃ
台
1
)

(
発
し
ゃ
台
2
)

2 

声ー径は同じではないo) 

ペーパージャイ ロの種類

3 

(実限!こ使コたペーパージャイロ)

C 

番号 種 類 長さ(cm)直径(叩)重さ(g)番号 種 類 長さ(叩)直径(叩〕重さは)。ピーール包装紙 11.3 5.8 2.3 g ⑨ コピー紙 11.0 6.6 3.7 g 
@ tv-シシグベ:-i'¥- 10.8 6.1 :Ug 4匝 構造語 10.6 8.tlg 

@ クツキンダシート 11.0 6.9 3.2g ⑪ ダンボール 10.4 7.7 9.3 g 

④ 習字紙 11.0 7.2 2.9 g ⑫ 和紙 10.JI 7.JI 8.~ g 

@ 新聞紙 11.0 7.2 3.3 g ⑬ 画用紙 10.9 6.5 8.5 g 

@ 広告紙 11.0 6.6 3.7 g ⑭ 厚紙 10.5 7.6 29.0 g 

守〕 アルミホイル 10.7 6.7 2.2g ⑮ EVAシート 10.7 8.0 16.0 g 

⑨ クラフト紙 10.7 6.9 6.0 g 

発 しゃ台 1でジャイロを40cmひっぱっ

て飛ばす。(ジャイロの前のんをひっぱっ

て発 しゃする)

実験 2発 しゃ台 1でジャイ ロを20cmひっぱっ

て飛ばすc (ジャイロの前の))をひっぱっ

て発しゃする)

実験 1

J昨号 飛んだ様子 3匝1Jl!ぼした平均き止り(咽)

<D ジャイロの先のJ，から落ちた コ 169剖1

o 上に高く飛んだ 231αn 

③ JI!しゃ台と岡じくらいにス ァと前んだ 363個1

@ヨ ジャイロの先的方からすぐに結ちた コ 179倒

⑤ 一度上にあって格ちた 二二二二コ: 185αn 

<fl) 上に高〈フワッと飛んだ 223佃1

。コ 世レょによがって落ち士 228倒

⑧ ス ッどまっすぐきれい「飛んだ 368an 

(9) すぐに落ちて転がった 256冊

⑬ きれいにまっすぐ飛んた' *1457冊

任D ゆかとすい直に飛んだ 324剖1

@ きれいにまっ寸ぐ飛んだ 317冊

@ きれいにまっすぐ茂んだ 359酬

@ すぐに落ちて紙がっていった 256剖1

@ きれいに飛んだ 333叩

容易 飛んだ桜子 3困飛ぼした01'的吉よ り(岨)

dコ上に世し上がって落ちた コ 103m 

o 発 しゃ古よりも低〈慎んだ ロ 59冊

<3> 平行に飛んだ 亡二コ 107聞

@ヨ 上にフワ y と上がって飛んだ コ !合i 109田

<5> 上iこまっすぐ飛んだ 己コ 91 an 

<fl) 上に上がってすぐに落ちた 口 78冊

。3 ょに高くフワ，.t飛んr コ 87冊

<a> ゆかど平行に低〈飛んだ 巳コ 99佃

(9) 発しゃ台より低く平行に飛んだ ~ 73冊

⑮ 発 しゃ古と同じくらいに飛んだ 己二コ 107開

任D ji'.しゃ台より低〈飛んだ ロ 59011 

@ ゆかと事行に飛んだ 巳ニコ} 85冊

@ 飛んだしゅん!聞落ちた 巳コ 71011 

@ 前にi生まずゴムからはなれない 13佃

@ HIJにiIliまない I I I I 9田

4 (m】s 2 。
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分かつたこと 分かつたこと

平均が 1mをこえるのは、⑮模造紙、③クッ

キングシート、④習字紙だった。⑬EVAシー

ト、⑭厚紙は、平均が15cmも飛んで、いなかった。

あまり軽すぎるジャイロは飛ばないが、重いジャ

イロも飛ばない。

1番軽い⑦アルミホイルがよく飛ぶと思った

けれど、 12番目に軽い⑮模造紙のジャイロがよ

く飛んだ。⑮模造紙、⑪ダ‘ンボーノレ、⑫和紙、

⑬画用紙、⑬EVAシー トのジャイロがまっす

ぐきれいに飛んだ。

-------r----
実験3 発しゃ台 2でジャイロを20cmひっぱっ ! 実験4 発しゃ台2で回転を入れ、 20cmひっぱっ

て飛ばす。(ジャイロの後ろからおし出 ! て飛ばす。(ジャイロの後ろからおし出

して発しゃする) ! して発しゃする)

議号 飛んだ桜子 3恒Imlました平J$)きより(CJJ>) 得~ 飛んだ紅、干 31"11寵Iました平均き 主り(岨)

① 7ワッと上1.:.飛んだ 二二二二ユ 185冊 <D すぐ下に諮らた 二コ 145国

② されいに較〈飛んだ コ 59α肝 ② 飛んだらすマロ落ちた こ二コ 。 157an 

③ 布に曲がりながら飛んだ 204冊 @ l1L飛んで1ぐに落ちスーヲとサベ勺た 三二二コ 171田

④ 下;与すぐに~ちた コ 194an ④ tにきれいに飛んだ 一一コ s 175叩

⑤ フロジと高く飛んだ 237叩1 ⑤ FIζ11>*，てスーツとすべった 三 二 三 コ 184田

⑤ 度上に高o宅んで落ちた 204an <e> 上にツワッと飛んだ コ。 194町I

⑦ すぐに紘ちた 二二コ 133明3 ⑦ 回りながら飛んだ 三 3 143an 

⑧ 下に蘇ちてOJiiiが勺た 210叩 <s> ~. iこ飛んで転がった コ 185伺

⑨ 上iζ尚〈飛んですべってi1Ilんだ 251 an ⑨ きれL、に飛んだ 218倒

⑮ すぐに落ちてくるくる と転が司た 合 281叩1 ⑮ きれいに飛んだ
ヲー

235明

⑪ すぐに滞ちていった コ 167an @ 下にo;ちて伝がった cコ 123町1

⑫ すぐに;'f，ちて転がっτいった 218an @ すぐ下に務ちた コ ? 151倒

⑬ ーすぐに下に(<<.t")た 230師、 ⑬ 上Iζ飛んだ 200011 

⑬ 少し飛んで務ちた 二二司 ; 141叩3 @ すぐ下に務ちて転、がった こコ 102011 

直李 Fにll!=ちて。l!aがった L_J 184叩 4⑤ 1暗んだしゅん間に落ちた こ:JI I 1 1 90剖。 2 3 4 (m) 。 2 3 4 (m) 

分かつたこと 分かつたこと

ジャイロが重くなると飛ばないと思ったけど、

⑭厚紙と⑬EVAシー トが飛んだ、のでびっくり

した。⑦アノレミホイノレが飛ばなかったのは意外

だ、った。発しゃ台 1の20cmと、発しゃ台 2の20

cmで、は、発しゃ台2のほうが飛んだ。

回転を入れてひっぱったら飛ばなかった。あ

まり飛ばないジャイロが多くあった。回転させ

ると飛ぶかなと思ったけど、あまり飛ばなかっ

た。回転させるとジャイロはすぐに落ちてしまっ

た。なぜ落ちるのかふしぎ、だ、った。

4 まとめ。発しゃ台 1で⑮脅棋造紙は、予想、では 1m30cmくらいは飛ぶと，思ったけど、あまり飛ばなかっ

たじ②番トレーシング、ベーパーと③番クッキングシートは紙が似ていたから同じくらい飛ぶと思っ

たが、③番のクッキングシートの方が約30cmほどよく飛んだ、のでびっくりした。。⑮番のEVAシートは、実験 1では12cmしか飛ばなかったけ

ど、実験2では、 2mも飛んだのですごかった。ゴ‘ムをひっぱ

る長さが20cmでも40cmでも⑩話:の模造紙が l岳飛んで、飛び)j

もきれいだ、ったc きれいな飛び方をするジャイロは、長いきよ

りを飛べることが分かつた。。発しゃ台2の20cmですると、発しゃ台 1の20cmより遠くに飛

んだ3 ⑦番のアノレミホイノレがあまり飛ばなかったのでひゆっくり

したω。同転を入れると実験3より遠くまで飛ばなかった3 飛んでい

る時にクルクル回って飛んで、いたから、他とはちがうおもしろ

さがあった。 1番遠くに飛んだのは⑩番模造紙で'28.1cmだ、ったC。⑩昏の模造紙は、どんな)j法でも l昏よく飛んだ3 これで紙

飛行機を作って、どこまで飛ぶのか調べてみたくなった。{実験の様子)
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優 賞j

ありをかんさつしたよ

h天草市立のぼりたて小学校 1年ますだ えいち

しらべようとおもったわけ

ぼくのうちのにわであそんでいると、ありがよくいます。ありは、なにをたべるのかしりたくな

りました。ありのことをもっとしって、すきなたべものはなにかしらべてみたいとおもい支した。

そして、それはどうやっては土ぶのかかんさつしました。

2 しらべるぼうぼう

(1 ) ありのすのちかく に、4しゆるいのものをおいてようすをみる。

(2) ありのからだのっくりをしらべるc

(のありのすをさがす3

(4) すきなたべものをどうやってはこぶのか、かんさつする。

3 しらべてわかったこと

(1) ばった、いもむし、 トマト、おかし(ぽーろ)をおいて、どれにありがたくさんくるかしらべ

た。 2かいとあ、ありは、むしとおかしにたくさんきた。 トマトはきらいだ、った。

(2) ありのからだのいろはくろ。からだは3つにわかれていて、くちがはさみのようになっているc

からだのちいさいはこびやのありとあごのおおきいぶんかいやのありがいるc

(3) ありがえさをはこぶところをたどっていくと、きのねもとのいしとっちのあいだにすがあったc

すは、っちのなかにあった。

(4) えさのはこびかた

ア ちいさいもののはこびかた(くずしたぽーろ)

ありは、ぼーろを 1ぴきずっくちにくわえてはこんだのありのすまでながいぎょうれつがで

きた。れつが、いきみちとかえりみちとぶつかってもまちがわなかったG

イ ちょっ とおおきいもののはこびかた(かんさつ 1かいめのばった)

さいしょは、すこししかありはいなかったけど、だ、んだんふ

えていった。 10びきくらいありがきて、みんなでかついで、いっ

たc ありはちからもちだなあとおもった。

ウ おおきいもののはこ、びかた(かんさつ2かいめのばった)

ばったのまわりにすなをもってきて、ばったをうめていた。

しばらくしたら、すこしおおきなありがきて、そのうえにのっ

ていた。またしばらくしたら、ばったは、あしだけのこって

いたc ほんでしらべたら、おおきなありはぶんかいやでちい

さいありははこびやということがわかった。おおきなありが

きて、ばったをはこびやすいおおきさにぶんかいしたんだ、と

おもったC

4 かんそう

、点Ja

ありには、すきなものとき らいなものがあることがわかりました。すきなものは、ぎょうれつを

つくってみんなできょうりよくしてはこんだり、ぶんかいしてわけではこんだりすることがわかり

ました。ありはとてもはたらきもので、ちからもちとおもいました。また、いろんなものたおいて

ありのようすをかんさつしたいですc
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優賞 j

すなはまって、いろいろちがうんだ!

水俣第二小学校 2年 漬田 佐子

しらべようと思ったわけ

水俣の近くには、海水よくじょうがいっぱいあります。まい年かぞくで、あそびに行っていますが、

行くばしょによって、すなや員がらがちがうなと思い、しらべてみようと思いました。

2 しらノミたこと

(1) 4かしょの海水よくじようのすなと員がらをあつめる。

@水俣市ゅのこ ⑬あしきた町白つるが浜 @鹿児島県あくね市わき本 O水俣市ふくろ

(2) それぞれのばしょのすなの手さわりや色などのちがいをしらべる。

(3) 貝がらの名前をしらべる。

3 しらべてわかったこと

(1) すなについて

手ざわり

③ゅのと ちくちくしている

⑧白つるが浜 がたがたしている

。わき本 ふわふわしている

。ふくろ ほ!こ，;rこしてし、る

つぶの大きさ

ものすどく小さな石のつぶ

ものすごく小さな，自のつぶ

こしょう 1かけらぶん

小きなゐころ

小さな貝がら キラキラした石の
ある ・なし つぶある ・なし

ある多い ある多い

ある多い ある少ない

なし なし

ある少ない なし

@水俣市ゅのこ ・・ ひかった石ころや、小さな貝がらが多かった。

色

白うす茶色。はだ色

はだ色 ・白色・うす茶色

ちゃ色 ・はい色

こげ茶色 ・黒色 ・赤紫色

@白つるが浜 ・・-ゅのこのすなににていたけど、つぶが小さい左思った。ゅのこよりひかった

石が少なかった0

0あくね市わき本 ・こしょうのつぶみたいな小さなつぶで、ふわふわした手ざわりだった。ひかっ

た石のつぶ左小さな員がらは見えなかった。

。水俣市ふくろ ・・小さな石ころのようなすなで、ほかの 3かしょとは、ぜんぜんちがっていた。

(2) 貝について(くま本市立はくぶつかんの貝の先生に、名前を一つずつ教えてもらいました。)

@水俣市ゅのこ ①コウダカアオガイ ②シラオガイ ③ネズミノテガイ ④ワスレガイ

@白つるが浜 ⑤エガイ @ナデシコガイ ⑦ザルガイのなかま ⑧エズミノテガイ⑨ズガイ(?)

@あくね市わき本 ⑩ハマグリ ⑪バカガイ ⑫クジャクガイ ⑬クスミリンゴガイ(川にすむ

員) ⑭コタマガイ

。水俣市ふくろ ⑬ケマンガイ ⑮ムシロガイ ⑪イシダタミ ⑮マガキ ⑮オガイ

*②と④の貝に小さなあながあいているのは、 ドリルみたいなものをもっている貝があなをあけ

て、そこから Iしょうかえき」を入れて、中のにくをとかして、すいとったあとだ、そうです。

*⑨と⑩の貝は、貝の口のぶ分がわれているのでなまえがはっきりと分からないそうなので、名

前のあとに(?)をつけています。

4 まとめ

・あそびに行く海水よ くじようで、どこもにてるな、としか思っていなかったけど、白ゅうけんきゅ

うでしらべてみる左、いろいろちがう左ころがあったので、びっくりしました0

・ひろった員がらはにているものが多かったけど、調べてみると、ぜんぶ名前がちがったので、お

どろきました。

・はくぶつかんの先生に貝の名前を教えてもらって、 一つ一つにいみがあることを知り、おもしろ

かったです。

-なぜ、ばしょがちがうと貝がらとすなが少しずつちがってくるのか、もっと貝とすなについてし

らべてみたくなりました。
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優賞 j

食器につくべトベト油を退治するぞ

熊本市立小島小学校 3年須佐美 里衣

1 ，研究の目的

油を使った料理の時、皿についた油がなかなかおちず苦労した。そこで Iしつこい泊の汚れがな

ぜ水でおちないのかJr油を退治する洗剤の仕組み」などについて調べてみようと思った。

2，研究の方法

(1) 水100ccを入れてコップにサラダ油を大さじ 1杯を入れてかきまぜ、 5日間静かにおいておく。

サラダ油の広がる様子や形を調べる。(実験 1) 

(2) コップを10個用意し、水とサラダ油をlつのコップに大さじ 1杯ずつ入れ，、それぞれのコップ

に身近にある色々な液体を50ccずつ入れてサラダ袖の広がる様子や形を調べる。(実験 2)

(3) 縦 2cm、横 3cmの布を15枚用意し、その布に靴下の汚れ、油性ベン、台所の油汚れをつけ、 3

種類の汚れた布を 5枚ずつ用意する。次に 5種類の液体四cc (水、台所洗剤、手作り石鹸、クエ

ン酸をとかした水、市販洗剤)を入れたコップを 3つずつ準備し、それぞれに 3種類の汚れた布

を入れ、汚れがどのように変化するかを調べる。(10日間おいたままにする) (実験3) 

(4) ア.水50ccの入ったコップを 2個用意して油大さじ 1杯ずつ入れる。 1つのコップに市販の洗

剤、もう一つに手作り石鹸を入れてよくかきまぜ、油の変化の様子を調べる。(実験4-1) 

イ.実験 2で使った油大さじ 1杯を入れた身近にある色々な液体を使い、 1か月問、静かに置

いておき、油の変化する様子を調べる。(実験4-2) 

3，研究の結果

(1) 実験 10油は水のようにういていた。 O油と水は混じり合わない。

(2) 実験 20ほとんど油が液体の上に浮いていた。市販の洗剤も油が上に浮いていたが、小さな粒

になっていた。

O手作り石鹸は白く、濁っていて油が横の方に分かれてサラサラしていた。

(3) 実験30水は変化がない。水以外は汚れが布からはがれて、水に色がついた。

0手作り石鹸は油性ベンの汚れをはがした。 一番すごく落ちたのは台所の油汚れだ、った。

(4) ア.実験4-1 0市販の洗剤は上に油が小さな粒になってたくさん浮いていた。

0手作り石鹸は油が外側に寄っていたから、油が横へ広がっていて退治しや

すかった。

イ.実験4-2 0手作り石鹸は油が外側に寄っていた。

0市販の洗剤は、 j由が小さな粒になって浮いていた。

0その他の液体は水の上に油が浮いていて退治できないο

4.研究の考察(わかったこと)

(1) 水と油はよく混ぜてもまじり合わない。油は水に浮く。

(2) 身近にある色々な液体をまぜたら、市販の洗剤は、油が小さくなって浮いていた。手作り石鹸

は白く濁って油が横のほうに分かれていた。その他の液体は油が上にういていた。

(3) 汚れや油、マジックをつけた布を 5種類の液体に入れて、しばらくおくと市販の洗剤や手作り

石鹸は汚れやI曲、マジックがはがれて水に溶け込んでいた。洗剤や石鹸の力で、布からはがれて

小さな粒となって水の中に広がっていく様子が見えた。

(4) 同じ洗剤や石鹸でも、種類によって、油の退治の仕方がちがう。手作り石鹸は、においも色も

悪いが材料も自然な物でできており安心に使える。手作り石鹸は油を横にかたよらせ、油をしっ

かり退治していた。
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優 賞j

よく走るウインドカーを作ろう

熊本巾-立山東小学校 2年高尾 こう平

1 研究の目的

一学期に風の力で動く牽の実験をしたG ほの形や大きさ、材料をかえてよくどる車を作りたい

と思ったc

2 研究の方法

(1 )ほの形を変えて市につけて、風をあてて10回ずつ走らせて調べるc (実験①)

(2) ほの大きさを変えて調べる。(実験①でよく走る 1位から 3位主での形を使う。) (実験②)

(3) ほの材料奇君主えて(半紙・段ボール・ポリ袋・紙・アルミ皿など)調べるc (大ー験③)

3 研究の結果

(2) ほの大きさを半分にすると進む距離は短くなった。二倍にしても距離は少し短くなった。

(表2)実験②の結果

(3) γ是正 (2575cm) ・ポリ袋 (2375cm)などの軽い材料がよく進んだの

(ゲラフ1)実験③の結果

段ボール
ノートの紙

新聞紙
ii  半紙
|材| ポリ袋

l料l紙血小
.......... 紙皿大

1987 
2153 

1992 

08 
1827 ラーメン'11，プ

プラ皿丸
プラ皿四角
アルミ皿太
アルミ血小

2173 

。 500 10∞ 
4 研究の考察

15∞ 

1719 
1999 

1820 

20ω 

(1) よく進むほは棋に広く材料は柔らかくて軽いものだったω

(2)λきさは、小さいものよりもλきい方がよい。しかし、重く

なると進みにくくなるので、大きくしすぎてはいけない。

巨回
2500 3ωo 

。)ほの重さを吊:ってみると円の半分の形の大は21gで、半紙の

ほは6gしかなかった3 ほの大きさや形手ぞ同じにして、違う材

料でいろいろな重さのほを作って比べてみたい。 (写真1)距畿の測定
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優 賞j

よくとぶ紙ひ行きを作ろう パート②

合志巾-立西合志東小学校 3年中原佳音

しらべようと思ったわけ

去年よく飛ぶ紙ひ行きをけんきゅうしてみて、 l尚i用紙で科三るのが一帯ちょうどいいことが分かつ

た。今年ーは、画用紙をつかってもっといろいろな方ほうでやってみたいと思った。

2 しらべる方ほう

(1 ) 紙の大きさたかえるc

(3) とばすときにねらう場所をかえる。

(5) 先を曲げる。

(2) クリップをつけて、びみように重さたかえるc

( 1)) とばしはじめる高さをかえる。

3 しらベたけっか

(1) 紙の大きさをかえるの

大(画ょう紙1枚)

大 中

4m70cm 3m55cm 

2 3m 5m25cm 

3 8m45cm 5m40cm 

4 l1mlOcm 6m 

5・ 6m35cm 6mlOcm 

(6) 羽を大きくするc

中(画ょう紙半分) 小(画ょう紙半分の半分)

4m85cm 

5m45cm 

4m30cm 

6m15cm 

6m20cm 

紙ひ行きをおる紙

が大きければ大きい

ほど、よく飛ぶこと

が分かった3 紙が重

いからだと思う。

(1)-2 紙をかさねて、大と|可じおもさの巾や小を作るの

中

IJm70cm 

2 !'im80cm 

3 :1m55cm 

4 7m95cm 

5 6m  

4 まとめ

tlmlOcm 

4m20cm 

:1m:15cm 

3m90cm 

3m80cm 

おもさを|司じにしたけど、羽の

広さが大より小さいから、飛ばな

かった。おおさだけじゃなくて、

羽の広さや大きさも大じだと思っ

たコ

(以下、結果中略)

(1) さいしょは且い)jがよくとぶんじゃないかと思ったけど、重さだけじゃなくて羽の広さや大き

さも必要なんだと分かつた。

(2) クリップをどこに何こつけてもとばなくなったコ画用紙1まい分の貫さが-番ちょうどいいと

分かったc

(3) ねらう場所が体育館の天じようとかべのさかい目の時が一番よくとんだ3 紙ひ行きの向きが少

し上に向いているからよくとんだ、と思う G

(1) きや立がない方がよくとんだリ上のだんにいくほどかく度がひくくなっているからとばなくな

るんだと忠弘上のだんからもっと上にむけてとばすともっととぶかもしれない。

(5) 紙ひ行きの先をまげない)jがよくとんだe 先をおもくするととばなくなると分かつた。

(6) 羽をつけてJぶくすると、とばなくなったC 羽がおもすぎてまっすぐとばなくなってしまった。

(7) 紙ひ行きは、何もつけずに、地面から、すこし上安ねらってとばすと一品よくとぶと分かつたc
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優賞 j

続アリはどうやって食べ物をえらぶの?

合志市立南ヶ正小学校 4年 園田 大敬

1 研究の目的

昨年、アリは本当にいろんな食品の中からさとうを選ぶのかを実験した。小さなアリは食品を直

接フィールドに置くと、さとうに集まったので、さとうが好きだと分かつた。

しかし、塩ゃからしにも行ったので巨が見えるのか、見えると したら何台に集まりやすいか、ま

た、さとうが入ったヨーグルトにはすぐ近くまでしか行かなかったので、酸っぱいにおいはきらい

なのか左考えた。そこで、すっぱい臭いでもさ左うを取りに行くか研究を続けてみるこ左にした。

2 研究の方法

(実験 1)アリは目が見えるかを調べるため、さとうをひとつはラップに包みにおいがもれないよう

にした。もう一つはお茶パックに入れて臭いがただようようにした。アリがどのよう に集ま

るのかを観察する。

(実験2) どの色が好きかを調べるため、白、黒、黄士、縁の 4色の円形の画用紙の中央にさとうを

置き、朝と夕方の 2回観察する。

(実験 3)酸っぱい臭いがしても、えさを取りに行くか調べるため、習字紙にレモン左酢を全体にぬ

り、中央にさとうとエビを置き、朝と夕方の 2回観察する。 エピを置くのは、大きなアリは

虫の死がいが好きだと思ったからだ。

3 研究の結果と考察

(実験 1)大きいアリはラップとお茶パックの両方に来た。触覚を持ち上げていた。ラップにかみつ

いていた。小さいアリ はお茶パックに来て、パックの入り 口を見つけrんどんもぐった。大

きいアリは目が見えているようだ。小さいアリ については、はっきり分からなかった。

(実験2)大きなアリは黒色に集まった。 小さなアリは黒色には集まらず、 白、縁、黄土色に集まっ

た。大きなアリは黒色が好きで、小さなアリも目が見えて、黒色がきらいなよう だ。

大きなアリは、さとうを巣に持って行ってはさとうに来るのくり返しだった。小さいアリ

は、巣には戻らず、次々にさ左うに集まり 、行列ができた。 2種類のアリ左も午前中の方が活

発に動いた。大きいアリがいるときは、小さなアリは近づいてこないようだった。

(実験3)大きいアリは、レモンや酢をぬっていても、エピにどんどん近づいてきた。小さいアリは、

レモンや酢がかわくと少しず 匹 大都、7P 匹 峠 L巾 J

つ集まったが、実験 2のよう 詰 I .. 乏し
コl 『・ て l

には集まらなかった。小さい : I ，[  :仁
τ ー ー・ 2 τl 

アリは酸っぱいにおいがきら i品定品aa，i t ョ錦亭主
いだ左思った。 051015202530分 051015202530分

4 研究のまとめと感想 ー+ーさとう冊] えぴ[酢) ・4ーさとう冊) えぴ{酢}

大きなアリは巣の土が毎日もり上がっていったのでクロオオアリ、小さなア Uはさとう にいっぱ

い集まるのでヒメアリと思う。アリは、午前中の方が活発で、大きなアリはさとうよりエピが好き

だ、と分かつた。ぼくの家に上がってくるアリは小さいアリだ。小さいアリは、さと うが好きで、黒

色がきらいで、レモンや酢がきらいなこ左が分かつた。家に小さいアリが上がらないようにするた

めには、上がってきそ うな場所を黒色にしたり、酢やレモンを置くといい事が分かつた。
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優 賞j

水たまりで水がはねないために

|判阿蘇村立巾松小学校 4年山戸悠=朗・鹿瀬月愛・山戸一世

1 調べる目的

雨が|嘩った時、水たまりを通ったらズボンが汚オしてしまったG そこで、水たまりを通る時、どう

したら汚れないで通ることができるのか、足の着き方などで汚れ方がちがうのかなど疑山に思い調

べる土とにしたC

2 調べ方

容器に絵の共で、色をつけた水を人れ、自分たちの足や模型の足(大・小)を使って、つまjlGから、

足全体から、かかとからの3つのつき)jで足を着いた時、着いた足やもう -)jの足にあらかじめ巻

いていた布がそれぞれどのように汚れるのか、汚れ具合を面積などで比べながら調べる。

3 調べた結果

(1) 白分たちの足による実験(歩き方や足の着き方による汚れ方のちがい)純泉の表等待略

(2) 模型を使った実験(足の大きさや足の着き方による汚れ方のちがい)

① 5cmの高さから模型の足を落とし、その落と ②5cmの高さから模型の足を落とし、水につけ

した足に巻いた布についた汚れを調べる。 ている足に巻いた布についた汚れを調べる。

蕗とし方 大きさ ① ② ③ 平均 落とし方 大きさ ① ② @ 平均

つま先 大 50 25 34 36.3 つま先 大 36 37 30 34.3 
から 8 16 22 15.3 から 28 36 34 32.7 
足全体 大 40 70 48 52.6 足全体 大 33 68 60 56.7 
から 18 40 50 -16.0 から 15 26 34 35.0 
かカhと 大 25 17 30 24.0 かかと 大 8 。 。 2.7 
から 47 42 32 40.3 から 1 12 23 12.0 

4 研究のまとめ・分かつたこと

(1 ) 自分たちの足による実験(必き方や足の着き方による汚れ方のちがい)から、普通、内股、が

に股の 3種類の歩き)jの中でー昏汚れたのは、普通の歩き)jで全体的に汚れているものが多かっ

た。一昏汚れなかったのは、がに股での歩き)jだ、った。足の着き)jでは、最も汚れたのは、足全

体で着いたもので、全体的に汚れているものが多かった。最も汚れなかったのは、かかとから着い

たもので数滴跳ね 上げるような汚れ方が多かったっ

(2) 棋型を使った実験(足の大きさや足の着き方による汚れ方のちがい)から、 実験①(着いた足

の方の汚れ方)と実験②(着いていた方の起の汚れ方)のどちらヰ〉、一番汚れたのは大きい足を足全

体から着いた時で、一番汚れなかったのは小さい足をつま先から4まいた時だ、ったυ また、若き方

の遣いでは、つま先と足全体から着いた時はλきい足の方が汚れ、かかとから着いた時は小さい

足の)jが汚れた。

(~)以上の結果から、「水たまりでソkがはねないためJ には、がに股で歩き、大きい足の人はかか

とから、小さい足の人は、どちらかというとつま先から足令着いた)jがょいということが分かつ

たc
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優賞 j

ざっ草のさい生研究

御船町立木倉小学校 4年坂本 実優

1 研究の目的

5月の運動会の前に、朝から運動場の草取り をしたc でも草は、また生えてきたc 8月に朝から

父親が、庭の草刈りをしていた3 その様了ー在見ていて、庭の耕ー草はどれぐらいの期間で、どれぐら

いT'J牛ーするのか不思議に問、ったので研究するととにしたc

2 研究の方法

(1) 雑草を恨から掘って、コブシ、 ドクダミ、ヨモギ、カタバミ、ムラサキツユクサ、スベリヒユ

の6種類をそろえるじ

(2) 岐をきれいに水で洗い、士を落とす。

(3) ハイドロカルチャーを水につけて、ふくらますα

(4) 透明のコップに透明のハイドロカルチャーを入れて、 6種類の雑草を植えつけるe

(5) 毎 H成長の様子女観察し、記録するの

3 研究の結果

(1) 8月26日(植えてから11日円)の雑草の再生状配

コブシは再坐していた。しかし、 ドクダミやヨモギ、カタバミが枯れかけていた。多分、ハイ

ドロカルチャーを使って育てたので、雑草がぶを吸収し過ぎて根ぐされを起こしたのだろうじそ

こで今度は、同じ大きさの鉢に同じ量の土を入れて、掛から掘った新しい雑院を植えて研究を続

けた。

(2) 9月30円(研究最後の円)の雑草の再生状況

(ドクダミ) (コブシ) (ツユクサ) (カタバミ) (ヨモギ) (スベりヒユ)

コブシl土、草丈が2.5cm程に伸びたc 1株に葉が8枚ほどついていたc 植えた時は、 1株だった

が、長後は8株になった。革を刈り取ったために株数が噌えてしまった。

ドクダミは、革_;，l:7)~lOcm稗になったロ葉が 8枚になり、 1枚 1枚が大きくなった。ハイドロカ

ルチャーで育てた時は、根ぐされを起こして枯れてしまったが、丈夫に台ーったの

ヨモギは、草丈が10c;m程になったn 四方に茎が伸び、葉が大きく育々としていたn 初めは 1株

だったが、最後は3株に増えた。

カタバミは、 草丈が15c;m程になった。葉の数は数えきれないほどに増えたc 黄色い花が咲いて、

実がついていたc t重が飛んでいっぱい哨えそうだ、ったG

ムラサキツユクサは、草丈が2.5c;m程になったじ紫色の花が咲いていたυ 柴が10枚ほどに刑えて、

元気に育っていたc 茎が太く丈夫に育っていたc

スベリヒユは、草丈が20cm程になった。茎も葉もよきくなり、つぼみがいっぱいついていた。

初め 1株だったが、足後は41朱にJ曽えたu

自分の予組通りの結果ではなかったが、どの雑草も冗通りに再生したη 雑草は刈り取っただけ

では再生すると分かつたの雑草は、根から抜きJ&ることが大事であると分かつたη
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優 賞j

エコ・クール大作戦

暑い教室の中で涼しく暮らす方法

八代巾-立八千把小学校 4年3組全員

1 研究の目的

12人の4'1-'.小ーで過ごす教主は暑いc せん風機が去年から教去についたが、 真ん中にはあたらないc

どうしたら涼しく基らせるか、みんなでいろいろな方法を考え実験してみたc

2 研究の方法と結果

(1) 調査

ア 本当に教室は暑いか・・

学校のどこがー番暑いか、学校の校庭、運動場、校舎の 1階から 4階を調べたc 学校は、年

聞を通して気温が高く、 特に校舎では階がトがるごとに気温がトがっていることがわかった。

夏休み締め切った4階では40t以上になるひ

イ 扇風機の風はどこまで屑くか、机の上に紙をおいて扇風機を上、斜め、下に向けて風を送っ

て調べた3 扇風機4台では令:体に風は当たらず、後ろや上からの風が必要であるということ

がわかったc

(2) 実験

ア打ち水

学校のベランダに打ち水を何時間ごとにした3 たっぷりまくこと

で気温が lOCぐらい下がり涼しく感じられたn

イ 遮光ブイルム

教室長のー而に遮光フイノレムをはり効果を確かめた。窓際では照度

は変わらず、 20Cほど気出が下がり効果的であった。

ウ グリーンカーテン

ツノレレイシをベランダに育てて、グリーンカーテン有りとグリー

ンカーテンなしの南の場-所で気温と机の上の照度を調べた。照度は

少し晴くなったが、教者の真ん中と同じくらいで、気温は It以上の差がありグリーンカーテ

ンの効果が感じられた。何より清諒l惑が感じられ気温以上の効果があったC

エ冷え冷え大作戦

ぬれタオルをfiに巻いたり、氷を教室中に置いたり、ミスト効果を期待してパラのにおいの

ミス トをまいたの目:こ見える気温の変化はなかったが体に涼しさを感じたc

3 わかったこと、感想

(1) 調合より

学校は暑いc 教主にtl2人いると、居場所もなくて暑くて扇風機も効果がないことがわかった。

気温も教室の階が上がるほど高くなり、 4階はとても暑いことが分かったc

(2) 実験より

暑いけれど、打ち水たしたり、窓際に緑争うえたり、ぬれタオルで体安ふいたりといろいろな

工夫をすると楽しいし涼しく感じられることがわかった。
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優賞 j

ダンボールで省エネ住たくを作ろう

天草市立島子小学校 4年 山川 彩希・村木美玖・余宮刺沙

1 研究のきっかけ

最近、「省エネ」という言葉をよく聞くようになった。そとで、私たちは、暑い夏に太陽の熱を

防ぐ方法について研究し、身近なダ、ンポールを使って「省エネ住たく Jを作ってみることにした。

2 研究の方法

(1) ダ、ンボール箱の置き方による温度の変わり方を調べる。

(2) 色の違うダンボール箱をいろいろな条件の場所において温度の変わり方を調べる。

(3) いろいろな形の屋根をつけてダ、ンボール箱の温度の変わり方を調べる。

(4) 発泡スチロール箱の温度の変わり方を調べる。

3 研究の結果 [グラフの縦軸 :温度 CC)、横軸 :時間(分)】

置き方を袋えた箱の温度盆化 色の違う箱の温度当主化(土の上) 色の違う箱の温度炎イヒ(高さ120cm)
却

4.5 

相

lIS 

3D 

zs 

ー・-"，τに置いた躯〈宅}

- 祖に轟かぜた眉('1;)

1 :Z 34567 圃..1011121ヨ1415

日なたと寒冷紗の下の温度変化

'" -・・固な"，.

ー・・目~"，由

- 富市骨鳳

-ー・.
帽

lIS 

却

2s 
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4 研究のまとめ

却
ー・-・色申縮("C)

-・ー白色咽窟("C)
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相
...... 弓E 可・r

lIS 
r曹司F・
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zs 
1 2 ヨ 4 5 5 7 圃..1011121ヨ 1415

屋恨の形の違いによる温度変化
且

4s 

相

墨5

却

2s 

ー・・ふつ吾扇雇轟("C)

-b司，..，す拘置根("C)

-・ーかたむL'た畠割問

1 2 3 4 5 6 7 B 9 m U U 15 14 15 

(1) ダンボール箱は、たてて置いた方がねせて置いた方より温度が上がりにくかった。たぶん、日

光の当たる而積が小さし、からだと思う。

(2) 日なたでは、白と銀色の箱が温度が上がらなかった。くもりの

日も同じだった。また、地面に直接置くより地面左離して置いた

方が、色の違いによる温度差がはっきりした。寒冷紗をするとど

の色の箱も気温が上がりにくかった。

(3) 屋根は片方に斜めにした屋根の温度の上がり方がなだらかだっ

た。たぶん、屋根で南側の壁が日陰になっていた部分が広かった

からだ左思う。

(4) 発泡スチロールは予想したとおり熱を伝えにくいととが分かつ

た。
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研究で、分かつたことをも

とに、実際にダンボールで

省エネ住たくを作りました。

実験したら、 30分で 2t

しか上がりませんでした。

研究成功 !



熊本県賞J
回れ!回れ!サイクロン

八代市立大田郷小学校 5年窪田 公映

1 研究のきっかけ

おばあちゃんの家に行ったら、サイクロンという新しい掃除機が置いてありました。前の掃除機

と比べると変わった形をして興味を持ちました。

サイクロンは、空気に混じったゴミを取り出すことに使われる装置で、家庭用の掃除機以外に製

材所や石油を作る工場でも利用されています。

このように調べていく中で、サイクロンについて、もっと色々なことを知りたくなりました。そ

こで、 rういう形のサイクロンがよく物を吸うのか研究を始めるこ止にしました。

2 研究の方法

ク日アカップ、紙管、工作用紙、ストローを使ってサイクロン吸引装置を作りました。吸い込む

動力にはエアポンプ、吸い込む物にはエアガンの弾を使いました。

サイクロン吸引装置の上に付けた紙筒にエアポンプを接続後、サイクロン吸引装置の横に付けた

ストローからエアガンの弾を吸い込みます。それぞれ10回エアガンの弾を吸い込み、平均を出しま

した。

(1) 研究1

ア 実験排出口の太さと長さを変えて、どの組み合せのサイクロン吸51装置がエアガンの弾を

よく吸うのかを調べました。

イ 予想、 例えば、ストローで、ジュースを飲む時、ストローが細くて短い方が吸いやすかったで

す。だから、同じように排出口は細くて短いサイクロン吸引装置がエアガンの弾をよく吸うの

ではないかと予想しました。

(2) 研究2

ア 実験 吸込口の高さと位置を変えて、どの組み合せのサイクロン吸'31装置がエアガンの弾を

よく吸うのかを調べました。排出口は、研究 1の結果から、細くて短い形にしました。

イ 予想 まず、吸込口左排出口が近いほど、吸い込む力は強いのではないか左思いました。次

に、サイクロンは渦の力を利用しています。吸込口と排出口が近いサイクロン吸引装置では、

円周が長い方が大きな禍の力ができるのではないかと思いました。さらに、北半球では、台風

など禍は左巻きです。以上の理由から、吸込口の高さは低く、左向きに付いていて、上下さか

さまではないサイクロン吸引装置がエアガンの弾をよく吸うのではないかと予想しました。

(3) 研究3

ア 実験 吸込口の方向を変えて、どのサイクロン吸引装置がエアガンの弾をよく吸うのかを調

べました。排出口は、研究 1の結果から、細くて短い形にしました。吸込口は、研究2の結果

から、上下さかさまの中央に付けた形にしました。

イ 予想排出口は、吸込口より上にあります。だ、から、空気の流れは、下から上に流れるので、

吸込口を下|何きに付けたサイクロン吸号I装置がエアガンの弾をよく吸うのではないかと予想し

ました。

(4) 研究4

ア 実験 サイクロン吸引装置本体の大きさを変えて、どのサイクロン吸ヨl装置がエアガンの弾

をよく吸うのかを調べました。排出口は、研究 1の結果から、細くて短い形にしました。吸込

口は、研究 2と3の結果から、上下さかさまの中央の下向きに付けた形にしました。

イ 予想 自分の口で、排出口から吸ってみたら、大きさが小さい方が少しの力で吸うことがで

きました。だから、一番小さなサイクロン吸引装置がエアガンの弾をよく吸うのではないか左
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予想しました。

3 研究の結果

(1) 研究1

排問μの太さは、細いほどよく吸うことが分かりました。

排山口の長さは、短いほどよく吸うことが分かりました。

一番吸うのは排出11が細くて短いサイクロン吸引装世で、吸わないのは排出11が太くて長いも

のでしたc 一苔吸うものと脱わないものを比べると、1.6倍ほどの兼がありましたc

結果は、私のー予想通りでした。細くて飼いほど空気の流れは良いようです。

(2) 研究2

吸込口の高さは、巾央が-番よく吸うことが分かりましたの次が hで、下は

たです。

吸込μの位置は、上卜.さかさまの右位置が一番吸う力が強いことが分かりましたc 次が上卜ーさ

かさまでない有位置で、左位置は一番吸う力が弱かったですc 一昏吸うものと吸わないものを比

べると、1.4倍ほどの差がありました。

結果は、全ての予想が外れましたc 特に吸込11の高さは、高くても低くてもよくないようですc

(3) 研究3

吸込口の方向は、下向きが一番よく吸うことが分かりました。次が中央で、上向きは一帯吸う

力が弱かったです。一番吸うものと吸わないものを比べると、1.1倍ほどの蕪がありました。

結果は、私の予惣通りでした。下からト.に空気は流れるようです。

(心研究4

サイクロン吸引装置本体の大きさは、一品小さいものが一番よく吸うことが分かりました。一

番大きな'f)のは一番吸う力が弱かったです。一番吸うものと吸わないものを比べると、 L4倍ほど

の差がありました。

結果は、私の予怨通りでしたれ小さいものほどよいようですの小さなコップに入ったジュース

と大きなコップβに入ったジュースをストローで吸うと、小さなコップの方が早く飲んでしうこと

ができるのと同じことだと思いますc

4 研究のまとめ

サイクロン吸引装世は下記の条件がよいことが分かりました。特に(1)(2)(3)(7)は重要です3

(1) 排間口の太さは、細くする 3 最もよいサイクロン装置

(2) 排山口の長さは、短くする。

(3) 吸込口の高さは、本体の中央に取り付けるG

(4) 吸込Uの位置は、 右)jl白jに取り付ける。

(5) 吸込口は、下向きに取り付ける。

(6) 木体は、カップを伏せた形にする。

(7) 本体の大きさは、小さめにする。

思ったよりft組みは単純なのに、長さや大きさや併置などを少し変

えただけで、結果が大きく異なる事は驚きでした。実際にサイクロン

吸づ|装置を作ってみて、くるくるとエアガンの弾が落ちていくのを比るのは、楽しかったです。

今凶の研究で吸う力の強いサイクロン吸引装置を作ることはできましたが、どうして、その形が

良いのかという理向は分かりませんでしたc 私は、ク:?気の流れが、その理両を解くポイントになる

のではないかと思っていますの今後は、その流れを見る事ができる装置を作って、理由を調べてみ

たいです。また、サイクロン吸引装置 I台だけしか使用しなかったので、何台かをつなぐと、どう

なるのかも調べてみたいです。

サイクロン吸引装置の形は、研究の最初jと長後では、大きく変わっていました。もっと変える所

はないだろうかと、あれケれ考え何度も何度も作り直した結果だと思い玄す。今後、どんな)1引こ変

化していくのか楽しみです。
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L 熊本県教育零員会賞j

うがい薬で探る緑茶のビタミンC

熊本巾-立西星小学校 6年富野 百雷

1 研究の目的

食事の後、相母が必ず私にお茶を飲むように肯います。「体に良いからJとか「風邪をひかない

ようにーという理由です。お茶の木を読むと、ビタ ミンCが多く合まれる ことで風邪予防や美肌づ

くりに効果があると 再いでありましたc そじて、お茶にはいろいろな種類がある:ーとを知ったので、

どうせ飲むなら効果が大きいものを飲もうと思い、調べてみたくなり ました3 以前、うがい薬で果

物のビタミンCを比較する実験を木で見たことがあったので、その)j法によってお茶の柴も調べら

れると思い、実験することにしましたc

2 研究の方法

(1) 調べる内蒋

① 緑茶の種類によってビタミンCの含む量が違うか?

②茶葉の級の違いでビタミンCを含む量に差があるか?

③ 製造日から 日数がたつと同じ茶葉でもビタミンCを

合むt立が変化するか?

④ 注ぐお湯の温度でビタミンCが有n附される量に違い

が生じるか?

⑤ 注いでからの時間経過でビタミンCの抽同量がどう

変化するか?

(2) 方法

実験①に使った茶葉

煎茶 深蒸し茶 米露

くき茶 ほうじ茶 抹茶

1.適切な濃さのヨウ素液を作る。[ヨウ素入りうがい柴20.0gと水200.0gを混ぜる]

実験全体でー予備も含み 1L用意G

2. 1.のヨウ素液10.0gをカ ップに量り入れるじ

3.お茶の械を作るョ(どの実験も茶葉10.0gにお湯300.0gの割合で抽出する。)

4. 2.のヨウ素械に3.のお茶の被をスポイ卜で 11商ずったらし、 色の変化をみる 3

*ヨウ素被は茶色だが、ヨウ素とビタ ミンCが反応して無色透明の物質に変化する性質が

あるC

5. ヨウ素の茶色が消えた時の禍数を記録する。

。消えるまでの滴数が少ないほど、含まれるビタミンCの量が多いということの

このことによって比較する。

3 研究の結果

[ヨウ素の茶色が消えた時の摘数]

2一一くt:.~.) tc ~ ~ .!::: ~じ種町一…J[条件l①……同一周
:1.④の実験(温度との関係)以外は、注ぐお湯の温度は70"Cc

※ 士ー験はいずれも 3回ずつ行い、平均値令求めた3
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|表とグラフ|

①種類別

②級のちがい

③製造Uからの

経過

④注ぐお湯の温度

⑤時聞の経過に
よる変化

4.研究の考察

【海銀)1

⑤ 。|
101 

却f

扮l

t府l

ピ-----
40"C 60"C 70'C 80'C 100"<: 

20秒 40秒 1分 1分半 2分 Z分半 3分

①種類別 抹茶>深蒸し茶>煎茶>くき茶>主露>ほうじ茶という結果になった。 抹茶は茶葉その

ものが粉末になって溶けている茶液であるため、ビタミンCが多い結果となることは考えや

すい。深蒸し茶は煎茶より茶葉が細かい分、お湯に溶け山しやすかった。光合成によってビ

タミンCができることから、ゴ土露は日光をさえぎって育てるということが少ない原因といえ

る。 帯少ない結果となったほうじ拡は200"Cもの高温で妙ることが影響していると考えら

れるじ

②級のちがい 煎茶も深蒸しぷも共に、特上がー帯ビタミンCが少なかったが、煎茶では上級より

中級の)jが少なく、級とビタミンCの含有量に規則性はなかった。

③製造円からの経過袋を開けないで保管されていても、同じ製品の新しいものと比べると ピタミ

ンCがかなり少ない結果となった。 U数がたつと存りがあまりしなくなるようにビタミンC

も劣化するようだ。ビタミンCをとる点からも、お茶は新しいうちに飲むのが‘番だ。

⑨注ぐお湯の温度 お湯の混度が高いほどビタミンCが出やすいことがわかった。お茶のビタミン

Cは他のもののビタミンCと違って、熱に強く、壊れにくいという説を証明するかたちになっ

た。また、 70"C以上の温度では、数値があまり変わらず、最高値だったので、やけどしそう

になる90
0Cや100

CCの熱湯を注ぐ必要はなく、一般的に適温といわれる70
CCで入れれば、 ビ

タミンCをとる点でもちょうどよいことがわかったじ

⑤時間の経過による変化 3分経過するまで、時聞がたつほどビタミンCが茶葉から溶け出してい

た。しかし、 1分までで多くのビタミンCが溶け山し、その後はわずかな増加であるので、

少なくとも 1分経過した後ならピタミンCが十分とれる。

3分間も茶菓を浸しておくと味がしぶくなってしまうので、 1分ほど過ぎたら注いで飲むの

が適当だと考えた。
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榊県立鮪包シター賞j

ダンゴムシ徹底調査パート皿

(ダンゴムシは環境汚染にどこまでたえられるのか?)

荒尾市立八幡小学校 5年 北 野 真衣

1 研究の目的

ダンゴムシの研究を始めて 3年いとなる。 昨年、小岱11Iでダンゴムシを探している時に、たくさ

んのゴミが不法投棄されてし、るのに気がついた。不法投棄について調べると、ゴミから有毒な物質

などが出て環境汚染を引き起こすことがわかった。そして環境汚染は、ダンゴ、ムシや人間など動植

物の小ー活環境を汚染すると知り驚いた。そとで、環境汚染はダンゴムシにどのような影響を与える

のか調べたいと考文、研究に取り組んだ。

2 研究の方法

(l)匡函ダンゴムシは、地球温暖化にたえられるのかc

(2) [亙図ダンゴムシは、上じよう汚染にたえられるのか。

(3)匡亙司ダンゴムシは、大気汚染にたえられるのかれ

(4)医園ダンゴ川、水質汚染にたえられるのかc

(fi) [亙固ダンゴムシは、悪臭にたえられるのかc

3 研究の結果

(1)匡亙司ダンゴムシは、地球温暖化にたえられるのかじ

ア 『急、な杭度変化にたえられるか、その時迷路を普通に歩くこ

とができるか』を調べた。

ケ) 冬眠時間(冷蔵庫に入れる時間)が長いほど聞jき山すまで

時間がかかったc 冷蔵沖:から111レてすぐ直射υ光に当たると

弱ってしまうので君、な温度変化にはたえられないと思った。

川冷蔵庫から出して環境が急に変わると、迷路を左右交互に

歩くことができなかった。

イ 『日なたと日陰での様チ』を観察して調べたc

(ア)試温が高いより、 直射日光に当たる方が'Eき

にくいことがわかった。

ウ 『洪水と干ばつにたえられるか』実験して調べ

たの

(アj 洪水(水を流す)が起こったら、逃げて生き

残るのは難しいと思った。

lイ) 干ばつ(直射U光の下の乾いた土)の実験後にU陰に移し迷路に置く E交Eに歩くことが

できなかったc 雨が降らずずばつになるとダンゴムシは生きることが難しいと思ったc

(2)医亙司ダンゴムシは、十じよう汚染にたえられるのかυ

ア 『ダンゴムシは害虫と育われるが、殺血剤lにたえられるのか』 実験して調べたc

(ア) 殺虫剤がかかった上に世くとすぐ弱ってし主うので、殺虫剤で汚染された十一の上で小一きて

いく のは難しいG 殺虫剤の土じよう汚染にはたえられないと思った。

イ 『塩害にたえられるのか』 実験して調べたR

lア) 人聞が少し塩からいと感じるぐらいでは元気だが、人聞がとても塩からいと感じる塩水を
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かけた十ーの上では斗:きていくのは難しいとわかった。塩害の十字じよう汚染にはたえられない

と思ったじ

(3)医圏ダンゴ川、大主L汚染にたえられるのかじ

ア ~p113 、 pII4 、 pII5の酸性木溶拙を与えたときの様一千JIを実験して調べた川

(ア} 人聞が酸っぱいと感じる酸性水溶

液がダンゴムシにかかると生きるの

が難しくなることがわかったの pH5、

pH4の敵性水溶液がかかっても元気

に動いていたが、背中が出くなって

いた。

イ 『し、ろいろな食品のpIIを測って、その食品につ

けた葉は食べるのか』実験して調べたu

(ア}酸っぱし、食品やしょう油、料理澗などの強い

においのするものが脊手だとわかった。酸っぱ

いレモンの什などをつけた葉は食べなかったし、

は食べなかったc たくさん牛:16排水を流し

続け十に流れ濃くなってくるとダンゴムシ

は弱ってしまう G だから小ー活排水の汚染に

はたえられないと思った。

(5) [孟盟ダンゴムシは、悪更にたえられるのかの

ア 『ダンゴムシは家の中にある悪臭にたえら

れるのか』実験して調べた。

(ア) かとり線香のにおいをかいだ時が一品古

しんでいたが、後では動いていたので家の

中の悪臭にはたえられると思った。しかし、

悪臭をかいだ後に迷路に置くと左右交瓦に

普通に歩くことはできなかった。

4 研究のまとめ

与+-:. iO
-

(1) ダンゴムシは、 I白.射H光が当たる場所が古手なので、より温暖化が進むと生きていけないc 冷

蔵庫から山すと普通の骨Jきができなかったので急な温皮変化にはたえられないと思ったc

(2) 土の中にある指分が地表に上がって指分の濃度が高くなると、ダンゴ、ムシば弱ってしまうので

土じよう汚染にはたえられないと思った。

(3) 酸性雨のかわりに酢で酸性水溶液を作ったc P円3の酸件.水溶液ではすぐ到った。 pHが低い酸っ

ばい食|llllIは苫子だったので、酸性雨の大気汚染にはたえられないと思った。

(1)牛j;!i排水が)11や海などに流れると魚などに影響が出るし、牛.活排水が土に流れるとダンゴムシ

などの年物も什てきることが難しくなるのでソk質汚染にはたえられないと思った。

(5) ダンゴムシは森を育てるなど自然の中でとても役に立っているけど、環境的染にはたえられな

いことがわかったF 環境汚染は、すべての生物に悪影響をつーえるのでこわいと思ったn
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L 熊本博物館賞j

風で飛ばされにくいテントの研究

天草市立ふ;渡北小学校 6年田口雄介・洲崎暢

1 研究の目的

テントは日差しゃ雨を防いでくれ、運動会や部活動なと。で役に立っているD しかし、強風が吹く

と持ち上げられ、 事故になることがある3 そして、 このようにして起こる事故が、 毎年のようにニュー

スになるc

そこで、テン トが胤で持ち上げられてしまう原因を実験によって調べ、 燥しに飛ばされにくいテン

トについて研究してみることにしたC

2 研究の方法

(1) 本の板と丸棒でテント支柱っき台を作る。

(2) 画用紙でテントの屋根のそデノレを作るc

(3) 周りからの風の影響を受けにくく するため、段ボールで風洞を作るc

(4) サーキュレーターのスイッチを弱風・中風 ・強風と切り佐えたときに

テントにあたる風の速さを風速言|で調べるじ

{風洞実験の様子】

(5) 台に屋根のモテールを取り付けたものを風洞の中の電チてんびんに乗せ、ゼロボタンを押し、表

ポを0にするc

(6) 風の強さやテントの|白jきを生えながら、マイナスで表示されるテントが持ち上げられる力を記

録する。

E圏普通のテン トの模噌(モデルA)を作り、 胤をたて・横・ななめから当て、持ち上げられ

る力を調パるう

E園いろいろな形のテントの模型何デルB .モデルC ・モデルD'モデルE)を作り、|可 じ

ように調べてモデルAと比べるG

11m圏得られた結果をもとに改良型テント (モデ、川)を作り、風に対する強さを調べる。

3 研究の結果

モデルA (従来明.テント) IニモデルR (Aのベ角音15分を切除)I よモデルc(切れ込み卜I句き)
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各モデルの風の方向および風の強さと持ち上げられる力の関係
8.0 

7.3 
7.5 

7.0 広沢 伝 Sミ

6.4 
6.2 

持 ιo

ち
'.b 

上 回
11 4.3 

4.1 

':::> 4.0 トー

れ 3 ..b 
3 3 3 ..b 

3.2 

る 3.0 フSミ
3 3.0 

力
1 トー ー言:

2 2 
( 

2 2 2 

g 2.0 ロ: 1 
1 1.3 1 

1 L 
阻

1 1.1 1. 1 

1m-1.0 圃 n. r 

。司 4d| 。。
た方て向 Iモデ方繊ル向A||な方な向め

たて | 後 |ななめ たて | 横 |ななめ たて | 検 |ω たて | 検 |ω め たて |モ 検 F|ななめ
方向方向方向方向方向 方向 方向 方向 方向 方向 方向 方向 方向 方向 方向

デル デ)1- ヂル デ)1- デル

- 弱 1.1 2.3 1.5 0.8 1.3 0.4 2.3 2.0 2.6 2.1 1.1 2.1 0.2 0.1 1.2 1.1 1.1 1.5 
(2.8m/s) 

ロ 申
1.8 3.5 2.6 1.2 1.7 0.6 3.4 3.5 3.7 3.0 1.4 3.5 0 ・0.3 1.7 1.8 1.2 1.8 

{3.9m/'} 

圃 強
4.1 7.3 5.6 2.8 3.6 1.3 6.8 6.4 6.8 6.2 4.3 7.5 1.1 0.8 3.2 3.6 1.2 3.0 

{5.7m/'} 

E圏につ門

OモデルAでは横方|白j・ななめ方|白J.縦方向の)1出に持ち上げられる)Jが強い。特に横方向から凪に

対しては縦)j向に比べl.R倍"'2.1倍の持ち上げられる力が働くことがわかった3

E圏について

0どのモデルでも、水ヤーに}虫Lを当てると、上向きに持ち上げられる力が発生し、 )!Rlが強い)jがテン

トが持ち kげられる力は強いコ

O屋根に穴が開いていないモデルAとモデルBは横方向からの風を受けたとき最も持ちトげられる

力が強い。

O屋倒に火が開いているモデルc.モデノレυ・モデルιではななめ方向

から風を受けたとき昆:t)持ち上げられる力が大きい。

E圏について

Oモデ、ノレFでは、縦方向lではあまり持ち上げられるノJは変わらなかったが、

横方|白'1/ななめ方|白jからの風では特に強風に対して大きな効果があった3

4 研究の考察

[モデルF変形の様子}

(1) 従来J判テントのモデルAでは、水ヤ))1白jから風を当てただけで、常に上向きに持ち上げられる力

が発生し、横方向・ななめ方向・縦方向の順に風を当てたときの持ちトーげられる力が大きいこと

がわかったC

(2) モデル13では、すべての方向からの風に対してモデルAより忌大約77%持ち上げられる力が弱

くなることがわかった3

(3) モデ、ノレCや、その部分に上向きの角度をつけたモデ、/レDでは数値が大きくなったョ

(Jj) 天着手を切り取ったモデ、/レIてではすべての数値が小さくなったが、雨や日差しは防げない。

(5) そこで強燥しを受けたときに大幕が君主形し、さらに風が止んだときゴムの復元力在用い元の形に

もどる改良明テントのこモデルFを作成し支験した。弱}瓜 ・中風・ではあまり従来月!テントと君主わ

らないものの強胤の場合、最大約70%持ち上げられる力が弱められたc

このようにして、テントとしての役割を果たしながら強風時の事故が防げる改良モデルができた。
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熊日ジュニ?科学賞j

温度をさげること・

-レモンで地球温暖化を、 STOP-

和水町立春富小学校 5年 柿原 希美瑛

1 研究の理由

私は牛宇石灰を水に溶かすと、水温が上がる事に驚きました。モノの温度を上げるには、火や電気

太陽の光などいくつかの方法があります。反対に温度を下げるには、冷蔵庫や冷房機が必要で機械

も大がかりになります。今回の実験では簡単な方法で、温度を下げられなし、か計画しました。

2 研究の手順

(1) 温度の低い所を探してみよう ・・・ 観測点を決めて温度を測り、温度の違いの理由を調べる。

(2) 地中の温度は低いのでは?・・・ 地下水は常に16"C位です。地中は冷たいのではないか?

(3) 水を通る太陽光は、熱を発せないのか?・・・ 昨年の科学展作品を再試験してみる。

(4) 簡単な方法で温度は下げられるか?・・・ モノを溶かした時に温度が下がるのはないのか?

(5) 部屋を実際に冷やす方法を考える ・・・ 温度を下げる方法を見つけ応用を考えてみる。

3 観測と実験

(1) 場所と温度の関係を調べる。 運動場、通学路、建物の陰、木陰等、数か所の観測点で気温を

調Uっていくうちに、幾つかの疑問点が出て来ました。

ア 陰を作るモノにより 、温度はなぜ違うのか? 運動場、通学路、建物の陰の気温は、ほぼ

同じ気温であるが、木陰は 3
0
C位いつも低い。調べるうちに以下の事が分かりました。

気温を測る時は日傘を使い計測します。とれは建物の陰も同じととで百葉箱と同じ結果を牛ー

みます。木陰だけ気温が低いのはなぜか? 葉っぱ20枚をピ、ニールで、覆うと、 1時間後には3

mlの水が袋にたまりました。葉からの水が常に空気中に蒸発している事になります。打ち水効

果と司じで、水が水蒸気になる時に周りから熱を奪い温度を下げます。このことが樹木の周り

でおきていたから、木陰だ、け気温が低かったのです。雨の 日は樹木の周囲も周りの条件も同じ

なので、木の周りだけ温度が低いことはありませんでした。

水より温度を奪う液体は無いのかと思い、温度計の液溜めにガーゼを結び、砂糖水、酢、炭

酸水、灯油、アルコールと実験した結果、アルコールが最も乾く時に温度を下げる ことが分か

りました。

イ 日光が当たると熱いのはなぜか? 気温を測る時に体に直射日光が当たると、気温は同じ

でも暑く感じます。実験で服に光が当たると気温より 5"C位高くなり 、 日陰に入ると気温と同

じ温度に戻ります。服の色では黒、赤、縁、自の順で、日光の影響を受けました。服を日光が

温めとの熱が、体に伝わるので日光が当たると熱いととが分かります。

(2) 地下水は冷たいが地面の中はどうか? 実際に穴を 3m30cm掘り調べました。

8月 5日午前11時、 天気晴 気温35"C
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せん。

(3) 水を通過する光は、本当に熱を発せないのか?

昨年の研究展の作品の中に、水を通過すると太陽光は熱を持たないとの研究がありました。そ

れなら水中での部屋は冷たく、温度は低い状態と考え再試験してみました。

ア 水中を通過した光をルーペで、集め、紙が焼けるか?

焦点に紙を置くと焦げてしまいました。

イ 水槽に水を入れ、フラスコを沈めフラスコに試験管を入れて、

試験管の中の水の温度変化を調べました。

水槽に光が差し込むと試験管の水の温度は、上がりました。

私の試験では水中を通過する光も熱を発する事になりました。

(4) 簡単なやり方で、温度は下げられるか?

ア 紙コップの周りに断熱シー トを巻き周りの熱を遮断した。水は

前日より準備して、水温を気温と同じに状態にしておきました。

イ 家にある色々なモノをカップに入れ、水に溶かし温度の変化を

見ます。その中で2つ見つけることが出来ました。 「発泡入浴剤J

「尿素肥料」です。

習

溶かしたモノ 塩 砂糖 ヲサピ 発泡入浴剤 尿素肥料

始めの温度 30
0C 30

0C 30t 30
0C 30

0C 

下がった温度 lt lt 。OC 13t 25t 

※尿素肥料を水に溶かすと、異臭が発生しました。

ウ OoC以下にまで下げるモノはないのか? 見つからないのでお姉ちゃんに、ヒントと安全

な薬品「クエン酸Jr重曹Jrレモン」をもらいました。

右の表は、重曹、クエン酸

を溶かした時の温度です。

驚いた事に重曹にクエン酸

を混ぜて水を加えると、泡が

溶かした物 クエン酸

始めの温度 30t 

下がった温度 12"C 

曹

一
吃

一
℃

ヘ
司
自
主

n
H
U

1
Eム

クエン酸十重曹

30"C 

32"C 

出て水温は i-20

CJまで下がりました。 ※クエン酸に重曹を混ぜ、水を入れると臭いがしました。

エ 温度が下がるのはいつか、溶かす量と関係するのか?

重曹 5gを水の量を20、40、80、100ml変えて、時間の経過と温度の変化を調べました。水

温が最も下がったのは溶かした直後で、薬品の濃度が高い方が温度も下がりました。

オ クエン酸と重曹を多く溶かそうとすると、溶けずに底に残ります。そこで'10cmの立方体の容

器に双方50gを測り溶かすと、 r-8"CJまで下がり、宥器の周りは氷が付きました。

4 部屋を冷やす方法を考える

右の凶のように、 2つの方法を考えました。 1つは容

器に重曹とクエン酸を混ぜ温度を下げてパイプを使い部

屋を涼しくする方法です。 2つ目は地中の温度は低いの

で、地中にパイプを埋めて冷えた空気を部屋の中に送り

込む方法を考えました。模型は重曹の方を作り実験してみました。

5 まとめ

今地球温暖化が問題です。世界の人々が重曹にレモン果什を混ぜたら止まるかも知れません。
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熊日ジュニ?科学賞j

本当に塩は草をからすのか!?

合志市立南ケ丘小学校 5年 糸山 千尋

1 研究の目的

家の周りに雑草がはえている。毎年たいへんな草刈りに、父が「塩でもまいてからそうか」と言っ

た。それを聞いて、本当に塩で草がかれるのかと、ぎ聞に思い研究することにした。

2 研究の方法

(1) f吏ったもの

-雑草(コミカンソワ) ・二十日大根の種 ・ビ‘エールポット ・土 ・ペ トリ皿

・水 ・塩水 (1%、2%、3%、4%、5%、10%)

(2) 調べ方

ア 雑草を 7個のポットの土に植え、水や上記の 6種類のこさの食塩水を約20m!ずつあたえ観察

する。

イ 二十日大根の種を 7個のポットの土に5粒ずつ植えたのと、7個のペトリ皿に脱脂綿をしき、

5粒ずつ植えたものを用意し、水や上記の 6種類のこさの食塩水を約20m!ずつあたえ観察する。

3 研究の結果と考察

(1) 雑草で調べた結果

コミカンソウの場合、5%、10%のとい塩水では葉が閉じ、すぐにかれ始めた。 4%でも 2日

目から元気がなくなり 、 だ、んだんかれていった。 1 %~ 3 %では元気な葉も 3 日目まで、あったが、

4日目以降は葉が閉じはじめ、少しずつしわになり 、最後にはポロッと落ちてかれた。葉の色は

緑色から茶色か赤色に変わった。水は新しい枝ものび、葉の数も増えた。

(2) 種で調べた結果

ア ポットの土に種をまく と、上から20m!の水分をあたえても土を通りぬけてしまう。 土にしみ

こんだ分で、水左塩水 1 %~ 4 %は芽を出した。 3% 左 4 %は 7 日 目までは成長しよう左した

が、その後ほぽ止まった。 5%、10%は芽を出すこと はできなかった。水と 1%、2%は子葉

のまま成長した。

イ ペトリ皿の上の脱脂綿で育てた場合、 水は 5粒とも発芽した。 1 %~3%は 1 粒か 2粒は発

芽した。 4%以上は発芽しなかった。しかし、種が塩水にふれた状態となって、水以外はほと

んど成長しなかった。71<で、も120mmまで成長 したものの、子葉から本葉へと成長することはで

きなかった。

(1)と(2)の結果から、 1%とうすい塩水でも毎日かけ続ければかれる ととが分かつた。 塩水をかけ

る画数を少なくすませるためには、 4パーセント以上のこい塩水が適しているようだ。なぜなら、

3%の塩水はポットの雑草がゆっくりかれたからだ。それに、ペトリ皿で調べた実験から、3%ま

での塩水だ、と、種が発芽するからだ。だから、それより少しこい4パーセン トの塩水なら、雑草を

からす効果が大きい左考えた。

そとで、家の周り にはえているいろいろな雑草でためしてみるととにした。
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4 追実研

(1) 方法

家の周りの雑草に塩水を20m!ずっかけて観察する。塩水の濃さは、 4日目までは4%、それ以

降8日目までは5%~とする。 それでもかれないときは、 9 日目以峰10%~とする。

(2) 結果

ウシハコベ

( 1日目)

(2日目)

カタノくミ

( 1日目)

(2日目)

ドクダミ

葉がしわしわになり、地面にくっついてかれ始めた。

緑色が白っぽくなってかれ始めた。

葉がしわしわになり、緑色がうすくなった。

葉がなくなり、枝だ、けになりかれてしまった。

(4日目まで) 葉の色が緑色から黄緑色にうすくなった。どの葉もふちが茶色にかれてきた。

(5日目 -----7日目) 葉の周りから茶色にかれて、そのはばが広くなった。

(8日目"-'1 0日目) 全体がたおれてきた。ふちからかれてしわしわになり、葉が小さくなって

きた。全体が茶色になってかれてしまった。

カヤツリグサ(平行脈)

(4日固まで) 変化がなく、緑色がこく、元気。

(5日目 "-'7日目) 緑がややこくなった。元気なまま。

(8日目"-'18日目) とうとう士に一番近い葉が茶色くなりかれ始めた。てっぺんの葉も黄土色

になって先の方からかれてきた。全部の葉が地面にぺたっとたおれ、根に

近いところから黄土色にかれた。

メヒシパ(平行脈)

(4日目まで) 葉の色が縁色から黄緑色にうすくなった。葉の先が茶色になってかれ始めた根

もとに近い2枚の葉が茶色にかれていた。

(5日目"-'7日目) 根もとに近い葉から茶色になり、その他の葉も先の方が少し茶色。たてに

すじが入ってきた。

(8日日"-'19日目) 種子を残そうと成長させたが、全体がたおれたまま、根に近い部分から黄

土色になってかれた。

5 研究のまとめ

4%のうすい塩水で、 2日とすぐにか

れる雑草もあったが、二卜日大根が芽を

出すことができない 5%や10%のこい塩

水をかけてもなかなかかれない雑草もあっ

た。葉の模様を見ると、 I網状脈」の雑

草は塩水でかれやすいけど、「平行脈J

の雑草はかれにくいようだ。 10%の食塩

水をかけ続けると平行脈のカヤツログサ

もメヒ シパもからすことができた。

20日

15 

10 

5 

。
dJ1 J? f 
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29
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5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5

40 29

(cm)

5.0 5.0 5.0 5.0
5.0
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5.2
6.5
5.8

7.0
6.0

1 2 3 4 5
(g)
(cm)

4.5

10
20
30
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50
60
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80
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2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

(g) (cm) (cm)

(cm) (g)

2.3 2.3 2.3 3.0 2.5 2.5
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1 2 3
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0
20
40
60
80
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2.0
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(g) (cm) (cm)

(g)
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2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

1 2 3
(g)
(cm)
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0
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2.0
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(g) (cm) (cm)

(cm)
(g)

55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
4.1 4.1 4.1 4.5 4.5
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
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、熊日ジュニア科学賞J
イモリのおなかのもょう

山都町立潤徳小学校 5年奥村湾緒菜

1 研究の目的

校庭のみぞでイモリをつかまえた時、イモリのおなかにおもしろいもょうがあった。イモリ一匹

-IJL;ちがうもようだ、ったので、イモリをたくさんつかまえて、おなかのもょうがどのようにちがう

かくらべてみようと思ったc

2 研究の方法

(1) 校庭のみぞ、学校回、学校近くの田んぼで、イモリをつかまえて持ち帰る。

(2) イモリの長さ、体長をばかり、おす・めすを調べ、おなかの写真をとり、スケッチする。

(3) もょうがにているもので仲間分けをして、何かと関係があるかどうか調べる。

3 研究の結果

(1) もょうのとくちょうによる仲間分け

びっしり型

おなか全体に

びっしりと

もょうが

ついている。

つながり型 ぽつぽつ型

わきの方に わきの方に

細長いもょうが |丸いもょうが

ついている。 Iついている。
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ちょっと型

わきの方に

ほんの少し

もょうがついて

いる。

もょうがない。



(2) とった場所との関係

とった場所 びっしり型 つながり型 ぽつぽつ型 ちょっと型 なし型

校庭 6匹 6匹 5匹 5匹 0匹

学校近くの田んぼ 2匹 6匹 4匹 2匹 5匹

学校田 0匹 6匹 3匹 0匹 2匹

(3) おすめすとの関係

おす ・めす びっしり型 つながり型 ぽつぽつ型 ちょっ左型 なし型

おす 6匹 14匹 9匹 5匹 2匹

めす 2匹 4匹 3匹 2匹 5匹

(4) 体長との関係

体 長 びっしり型 つながり型 ぽつぽつ型 ちょっと型 なし型

大 10cm以上 3匹 6匹 5匹 2匹 0匹

中 8~9cm 4匹 12匹 6匹 3匹 0匹

8cm未満 1匹 0匹 1匹 2匹 7匹

(5) 重さ左の関係

重 さ びっしり型 つながり型 ぽつぽつ型 ちょっと型 なし型

大 5 g以上 4匹 6匹 3匹 4匹 0匹

中 4~5g 2匹 8匹 6匹 2匹 0匹

4 g未満 2匹 4匹 3匹 1匹 7匹

4 研究のまとめ

(1) おなかのもょうはどのイモリもちがっていて同じものは 1つもなかった。このととから、同じ

イモリかどうかは、おなかのもようを見ればよいことがわかった。

(2) もょうのとくちょうは丸いもの、細長くつながったものがきほんで、もょうの数ゃならび方に

ちがし、があった。

(3) おなかのもょうはおなか全体にあるものをのぞいて、だいたいわきぱらの方に多くな らんでい

た。

(4) もょうがびっしりついたものやちょっとしかないものは少なかった。

(5) イモ リの体長や重さ、おす ・めすともょ うの関係はなかったが、えらのある小さなイモリには

もょうがなかった。

(6) イモリをとった場所がちがっても、もょうのちがいはあまりなかった。

(7) 次はいろいろな場所でもっとたくさんイモリを見つけて調べてみたいと思った。

(8) イモリがすめるきれいな水が出るかん境を残していきたいと思う。
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熊日ジュニ?科学賞j

めざせ!チーズづくり NO.l

人吉市立人吉東小学校 5年永田 明

1 研究の目的

朝食の時あわてていて、まちがってグレープフルーツジュースが入ったコップに牛乳をついでし

まったら、どろっとした固まりができていることに気づいた。これをしばらくそのままにしていた

ら、コップの周りに白い粒々がついていた。この粒々の固まりはイ可かなと思い調べてみたら、これ

がチーズの種類の一つではないかということが分かつた。今までチーズは難しい行程で専門の人が

作り、それをお府で買うものだ左思っていたが、牛乳から自分でチーズを作るこ左できるこ左を知

りひやっくりした。そこで、どんな材料でチーズができるのか調べてみたいと思った。また、いろい

ろ工夫しておいしいチーズを自分で作ることができたらいいなと思い、研究してみることにした。

2 研究の方法

(1) チーズを作る材料選びの実験

実験① 牛乳にどんな味のものを混ぜたら固まるかを調べる。(酸性かアノレカリ性を調べる。)

実験② 牛乳の種類によって、でき方に違いがあるかを調べる。

実験③ すっぽい物(pH 1・2・3)を集めて牛乳と混ぜてみる。どれがよく固まるか。

(2) いろいろな条件を変えてたくさん皐く作る方法を見つける。

実験④ 酢の量を変えてみてチーズの圃まり方に違いがあるかを調べる。

実験⑤ 酢と牛乳を混ぜている時閣の長さによって違いがあるかを調べる。

実験⑥ 牛乳の温度によって、チーズの圃まり方に違いがあるか調べる。

(3) チャレンジタイム

ア 白分で、作ったチーズと市販のチーズと比べる。

イ 自分で作ったチーズを使った料理を考える。

3 研究の結果

(実験①)

味覚

pH 

固まり

牛乳に混ぜたら固まるものは。

あまい(砂糖水) I辛い(とうがらし)

8 

× 

6 

× 

(実験②) 牛乳の種類別によるチーズのでき方

塩辛い(塩水)

7 

× 

すっぽい(酢)

2 

0 

低脂肪乳 | 低脂肪牛乳 |成分調整牛乳 |成分無調整牛乳I4. 5牛乳 特選牛乳

6 g × 5 g 5g 6 g 6g 

すっぽいものと牛乳の反応

すっぱ オレン〆 グレー7' ハ3 イン クーレー7. レモン かぽす パノレサ
米酢 酢

リンゴ
黒酢

いもの γ ユース ンユース ンユース フルーツ 汁 汁 ミ、、コ 酢

pH 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

重さ 4g Og 4g 5 g 6g 5 g 6g 5 g 6 g 5 g 5g 

-52-



(実験④)酢の主によるできたチーズのlIt (実験⑤)反応時間とで

~ I1 1 1 1 1 1 1 1凶 r11 : 
: 11 1 1 1凶 TT T 1 1 1¥1 : 

:州開 1111111¥1; 

1 1 I I I I I I I I I I I ， 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(凶) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (分)

(実験⑥)牛乳の温度とできたチーズのE 授チャレンジタイム2

6 

5 

4 

3 

2 

以南
できたチーズでお料理タイム

ミートソースチーズのせ|
l粉チーズの代わりに、か

けてみたc さっぱりして

いて、ミートソースに混

ぜてもおいしかったロ
1 

o 5 10 20 30 40 50 60 10 80 90 
("C) 

*チャレンジ 1 市版vs手づくり(引き分け)

ハムやトマト、レタスに

ぴったり合うチーズで、

ド・レッシングをかけると

おいしかった。

市販 項円 手づくり

よ し、 味 よい

向くできオしし、 みため 少し員色っぽし、

かため かたさ やわらかめ

90口ぐらL、 日持ち 1週間

約400円 値段 がJ200f-ll

保存料入 biL料 無添加

4 まとめ

(1) 牛乳に酸っぱいものを混ぜると固める力があるc

チーズが左ろりとするわ

けで、はなかったが、ツナ

マヨのようで、火を通し

でもおいしかった。

すっぱいものと牛乳で作

ったチーズなので，吉外に

合うかと思ったが、ちょ

っと合わなかった。

pHl ， .... --:-3は、酸性のもの。 '1二手しの中のカゼインというタンパク質は、酸性のものに反応c

(2) r小手LJであれば、英はあるが成分が多少調整されていても、チーズ去作ることができたc

(3) 台所にある 酸っぱいもの」を集めてlf__乳に混ぜてみたら、におし吋J色、できた丑に遣いはあ

るが、主れもしっかり固まった。

(1)酢のtdは、牛乳の比よりも少ない方がよいが、少なすぎても岡まりにくい。(l: 2) 

(5) 牛乳左酢を一緒にしておく時間を長くしても短くてもできる止は変わらなかったU

(6) 低い{~;t度より、高い{~;t度の方が良くできたU しかし、あまりm度が高くなりすぎるとできなかっ

たo 40""60度ぐらいが・番よく固まったn

(7) 手軽においしく作れたのまた、条件を変えながら、よりおいしくなるよう作ってみたいf
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熊日ジュニ?科学賞j

パワー全開!力のある風車を見つけたよ

~紙君競走大会4"'"

熊本市立帯山西小学校 6年 西山 惰希

1 調べた理由

私は3年生の時から 3年間紙の素材にした研究をしてきました。今年の夏は節電という言葉を耳

にしない日はありませんでした。そのことから私はパワーのある風車を回すことはできないものか

と考えました。羽の枚数を変えた風車や羽のいろいろな紙の素材を変えることで、パワー全聞の風

車を見つける実験をしてみたくなりました。

2 調べた方法

。実験① 机の上にスタンドを乗せて固定する。対面にサーキュレーターを30cmはなしておく。

-予想①

@実験②

.予想②

O実験③

.予想、③

@実験④

1つの風車を風に当てて10回のデータをとる。重りを引き上げた時聞をストップウォッ

チで測る。重りは 1つ20グラムとする。

羽の枚数を変え風車を回す。(長さ一辺15cmの画用紙)羽 2枚、羽 3枚、羽4枚、羽 5

枚、羽6枚で回して調べる。

だ、って扇風機の羽は3枚だからきっと一番力もちだね。

羽の大きさ変えて風車を屈す。実験①でよく回り一番の力持ちだ、った風車の大きさを

変えて、さらにパワーのある風車を探してみる。 一辺 5cm、一辺10cm、一辺20cm。

バランスのとれた15cmの羽が一番パワーがありそうだ。

羽の種類を変えて風車を回す。①②の実験で力のあった風車の材料を変えて実験する。

和紙、ファイル紙、厚紙、インデックス紙、チラシ(厚い、薄い)、茶封筒、ダンボー

ル、新聞紙、色画用紙、 ゴッホ画用紙、宅急便の袋、和紙、習字紙、方眼紙、雑誌のベー

ジ、牛乳パックで風車を作る。 ト回ずつデータをとる。

「羽」の材料にはこれまで和紙がチャンピオンなので今回もそう思う。

重りの重さを増やして風車を回す。実験@の実験で上位6つの風車を選ぶ。その風車

に20グラムずつ重りを増やして一番のパワー風車チャンピオンを探す。

・予想、④ だってダンボール風車はゆっくり回るので60グラムはいけると思う。ダンボール風車

は重いけれど、自転車の変速ギアでいう 、ゆっくり坂道を登れるような力がありそうだ

もの。

。実験⑤ 風車が回して作った電気の量を比べる。力持ち風車をまわしてコンデンサーに電気を

ためてみる。そしてその集めた電気でLED電球を灯して比べてみる。

・予想⑤ 回転の早いほうがきっ左電気をコンデンサーにためる こ左ができる左思う。

3 調べて分かつた事パワー風車チャンヒ。オンが分かつたよ。

(1) 羽の枚数を変え風車を回してみて

分かつたこと 20グラムの重りですでにまったく回らない羽もあった。 3枚の羽は思ったほど

力がないこ左が分かつた。4枚の羽が一番の力も、ちだった。

-54-



(2) 羽の大きさを変え風車を回してみて (4枚の羽にして)

分かったこと 画川紙15c皿の羽と画川紙lOcm羽の重りを引き上げる時間の差はほんのわずかだっ

たc

7 

(3) r羽」の材料を変えて風車を回してみて 羽素材の最終決戦

分かったこと 薄い紙でも、 ある程度しっかりしていれば草りをぐいぐい引き上げる力があっ

たc 昨年のチャンヒ。オンの和紙は好成J績だった。

左回し 7み

(1) 藍りの重さを増やして風車を回してみて

分かつたこと 実験③のおもり引き上げチャンピオンが必ずし恥たくさんの重りを引き上げる

(5) パワー風京を回し電気を集めてみて

分かったこと 15cm程度の風車の力で1立コンデンサーに電気をたくさん集めるにはあまりに力

が弱すぎて実験にならなかった。

4 まとめ 家族の幹が諜まり科学展まとめが楽しめるようになったよ

(1) 風車1つでこんなにもよく回り、力があることが分かりました， 4枚羽の15cm風車はすごいパ

ワーでした。

(2) 厚くて重い紙でも時間をかけて、ゆっくりゆっくり胤草を回しながら方眼紙やダンボールはす

ごい力でしたn 私は見ていて械が出そうでした。

(3) 次はどんなことを調べよ うと悩んでいると 、お父さんや先牛.から、|そうやって自分で問題を

見つけることこそ大切だね」と言われて励まされました。

(1) 私のー暑の成長は科学展まと めが好きで、とっても楽しめるようになったことです。 今までた

くさんの人に、協力していただいてここまでこれましたc また疑問をそのままにせず、なぜ、ど

うしてと感じたら最後まで調べる ことの大切さを得:年の科宇展作品をまとめる ことから知りまし

たのありがとう紙君a



、熊日ジュニア科学賞J
水の押す力を検証しよう ~水圧と浮力の研究~

熊本市立山ノ内小学校 6年河瀬怜珠・ 3年 河 瀬 舞 佑

1 研究の目的

プーノレの底にもぐると、水の力で押される感じがした。そこで、水の押す力(水圧)は、深さに

よってどのように変化するのか調べたc また、プーノレの水で浮かぶ時に水に杵される力(浮力)に

ついても、様々な条件で調べたc

2 研究の方法

(1 )水圧が水の深さによってどのように変化するのかを調べる。

①よきさの異なるベットボトノレで調べる。②蒋需にふたをしたり、圧ノ;:を加えたりして調べる。

(2) 様々な条件で、水の浮力の変化を調べる。→裕そうに水をためて奔器を浮かせる実験

①容器に水と空気を入れ、容器がしずむまでピーT.(おもりの役目)を加えていく c

②容器の大きさや種類を変えてみる。 ③容器内に)ゼ力を加えたり減らしたりするC

3 研究の結果と考察

(1) 水の深さによって押す力(水圧)がどのようにちがうのかを調べてみよう!! 

実験1 ペットボトルに 3cm聞かくで穴を聞け、つまようじでせんをする。

ベットボトルに水を入れ、せんをはずした時の水の流れ同る速さを調べる。

(結果)どの容器も、深くな

るほど水にfiOmLたまるまで

の時聞が無くなったc I同じ

学
-
B

計量れァ lc I 9 c物¥ I br，6'( I午1.'r4 I 、...............l 深さ(R)と比べると c 1.5 L 

D I 12 c同 |問、 IS I 23. '?I r----、l ベットボトノレから流れ出る

※ 50mLたまる叫刷(秒) I E I 15'ctTt I初、 Ib r---、r---.__l 速さが一番おそいの

(考察)深いほど水の押す力(圧力)が大きし、0 ・番水面が広いので、水が流れ山ても水面が下が

りにくいはずなのに、なぜだろう?

|実験2 ペットボトルにフタをして実験する。 I

① 一つのせんだけ開ける。

(結果)少しの水がこぼれた後、水が出なくなった。 空気の

(考察)少しの水が出ていったことで容器内の圧力が下がり、外の空気に押 圧力

される力が外に山て行こうとする力とがつり合っているのではないか。

② 容器に圧力を加え、つまようじのせんを聞けてから水が出なくなるまでの時間を計る。

(結果)加圧することで、水の流れ出，、、， ιー-， 、， ，.咽・・..‘ 、

聞けるせん ~帆';tコ 圧 J力ゆを向。えると711....c...
的I締 J-→・ .[(11t 711.... c...ll 

A 3 l、15→品.~2 (140"，L) 

B b l、科→ 45.59(IS~Þ>L) 

E q 2、 Sb ー~ bO‘Ob (In"，L) 。12 2、56- 47‘ ~4 ((b~ÞL) 

E_ IS 2.53→ n‘12 (1'10 hll) 

る勢いが増し、時間も長くなった。

水が出なくなった後、さらに「炭階

抜けま枠」を使って圧力を加えると、

再び勢いよく水が流れ出た。この圧

力の影きょうは、水の深さが 9cmイ立

の所が最も長く続くようだ。
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③ フタをしたまま、 2つの栓を同時に聞ける。

(結果) 2つの火の聞が 3じmしかない時は、水が容器のかベにそって

ダラー土流れ州るため、測定できなかったc 2つの穴の聞が 6cm以

上ある時、上の穴に外から空気が入り、下の穴から水が流れ出た。

2つの穴の聞がはなれるほど、下の穴から流れ出る水の速さが大き

いのまた、 2つの火の聞が同じ長さであれば、火が深いほど速い。

(考察) ドの穴から流れ出ようとする木の圧力と外の空

気が押す力の方が強くなり、空気が入りこんでくる。

その結果、容器内の!七力が取りもどされるため、プタ

を閉じていても水が流れ間続けるのだろう。

④すべてのせんを聞ける。

12: 

3 
b 
9 
3 
b 
3 

(結果)一番水圧の小さいAの火に外から空気が入ってくる。 H→れと深くなるほ

ど勢いよく水が出てくる。

(2)水の押す)J(浮)J)についてしらべてみよう !1

実験3 容器に水を満たした後、いくらかの水

を捨ててフタをし、裕そうの水に浮か

ばせる。この容器がしずむまでビー弔

を1個ずつ容器の中へ入れていく。

(結果)捨てた水の量に比例して、どの容器もし

ずみにくくなった。ベットボトルであれば、容

器の大きさを変えても実験結果は同じだった3

ガラスびんは、びん宵体が重いため、少ない数

のビー玉でしずんだが、ある程度 (150mL_..，__ZOO 

mL以上)の空気が入っていると、その空気の量に

比例している。浴そうの水を40
0Cのお湯に代えると、

ベットボトノレの場合だけ浮ノJが増すことがわかった。

(考察)容器の中の空気の量に比例 して、浮力が大き

くなる3 ある程度軽い容器であれば、浮力はその大

きさや材料がちがってもほぼ同じ人きさである。

実験4 500rn Lのベットボトルがフタを上にして水に浮くよう

に、水とビー玉で調整する。この容器にA力ポンプを取

りつけて浮力の変化を調べた。

(結果)空気を送りこむと浮き、空気を吸い込むとしずんだ。

(考察)容器の空気の量が多いなると、浮力が大きくなる。

実験5 ガラスびんに水を入れ、水| 水戸量ー -
1へぜ佳 cm O)cm 

面で手をはなすと、びんは l

どのように動くか観察する。

6cm 7~8 巴m

7'1脈 拍 ({i _ → 焔戸京 7

9cm 

う恰そうの7K
J→国τ料情「→Ji，J!~可否j

正力 糊 重:1J *町盛
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L 熊日ジュニア科学賞j

がんばれ組体そう ~えんの下の力持ち~

山鹿巾-立稲田小学校 6年生全員

1 研究の目的

運動会の同体演技「組体そろ Jで5列4段のピラミッドをつくったが、土台となる下の人から

|痛い。痛い，Jという戸があちこちから聞こえてきた3 そこで、十.台の人たちにはどれくらいの重

さがかかっているのか、また、どの位世に一番重さがかかっているのかを知りたいと，思った。

2 研究の方法

(1 )厚紙を使って人間モデルをつくる。人間モデルは、 i正確な結果を得るため、大きさと藍さ (20

g) たすべてそろえる 3

(2) 人間モデルを使ってピラミッ ドを組み上げ、土台のよモデルにかかる卓さを電了ー天秤で測る。

(3) 人間モデルの測定値をもとに、実際の自分たちの休電に換算する。

{換算の計算式] (上台の人にかかる重さ) = (電子天秤の測定値一進基) x設22
①②  

① 電子天秤の測定値には、土台の人の人間モデル自身の重さ20gが含まれているので号|く。

② 上に乗る人たちの平均体重は36.6kgで、人間モデノレの重さ20gの1830倍をかける。

3 研究の結果及び考察

予組では、 20gの重さを-番下の 2人が分けあっているので、半分の10gの重さがかかり合計

30gになるとしたが、結果はやはり、阿方に同じ重さがかかっていた。

〈実験2> 1 ~J 3段ピラミッドの場合

位置 1回目 2回目 3回目 4回目 5田司 平均 -20g 体重換算

?モ 33.2 34.5 33.1 3;~.1 35.1 33.8 13.8 25.3kg 

巾 53.6 52.7 55.0 57.2 50.2 53.7 33.7 61.7kg 

お 33.2 33.2 31.8 31.9 34.8 33.0 13.0 23.8kg 

計算して予想をすてたら左が;~6.7 g、中が46.7g、右が36.7gになったが、結果、中と左右の

重さの蕪が大きく、体重換算すると ;~Okg以上あったのでーびっくりしたc

〈実験3> 1列4段ピラミッドの場合

位1醍 1[W]!=l 2阿国 3阿国 4阿国 5阿当 平均 20 g 体重換算

左 32.9 35.0 33.5 33.9 31.9 31.0 11.0 25.6kg 

京中 66.9 60.7 64.6 63.2 62.8 63.6 43.6 79.8kg 

布巾 66.3 68.4 65.4 60.2 65.7 65.2 45.2 82.7kg 

イイ 32.5 32.5 34.2 40.8 34.9 35.4 15.4 28.2kg 

10個の人間モデルの重さの合計200gを土台の 4人で吉IJると、一人当たり 50gになるが、左、

右より、 京中、右中の)jが負担が大きいと思うので、メ豆、有が40g、京中、右中が60gと予想し

た。結束はiムイイとム二中、イイ巾の違いはとても大きかったし、ムJ中、右-巾にかかる重さを体重換
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算する :1:::80kgにもなったので驚いた3

〈実験4) 1列 5段ピラミッドの場合

杭世 1回国 2四回 3回同 4回国 5目 当 平均 -20g 体重換算

11: 34.5 34.6 33.8 33.2 34.7 34.2 14.2 26.0kg 

左中 66." 66.7 62..5 6，1，-1 65.2 65.0 '15.0 82.4kg 

中 93.1 93.7 100.1 98.7 98.8 96.9 76.9 140.7kg 

右中 68.8 70.0 69.3 66.5 64.2 67.8 47.8 87.5kg 

右 33." 32.9 31.1 31.1 33..5 32.5 12.5 22.9kg 

重さのかかり具合を予測し計算寸ると、左、右に38.751m、左中、右中に70.01m、中に82.5kgの

亘さがかかると予想したが、結果は、左、右は非常に軽く、中に~つては110kgも垂さがかかっ

ており、子どもでは支えきれないと思ったc

〈実験5) 5列4段ピラミッドの場合

(実際のピラミッドの機子) (人閣モデルによるピラミッド) (最下段の様子)

{iI.世 l回 2回 3回 4回 5日 6回 7回 8回 9回 10回 体亘換算

@ 23.1 :34.:3 26.9 :19.4 4:1.4 :32.1 26.0 21.8 2:3.5 40.6 20.3kg 

@ fiO.2 7~.2 .1fi.9 85.2 60.1 fi5.2 62.6 50.8 66.9 5:U 73.4kg 。47.2 49.7 60.5 54.3 44.1 42.5 49.8 62.6 46.1 38.2 53.8kg 

5列4段ピラミッドでは、十ー台の上に乗る人数は多いけれE、一人にかかっている重さはそれ

ほどよきくはないG 1列ピラミッ ドよりち 5列4段ピラミッドの方が土台の人の負担は軽いじ 組

み上げ方の練習はかなり必要だ、が、 5371]4段ピラミッドは力のない小学生向きだと思った。

4 研究のまとめ

(1) 1段ピラミッドでは、土台の向.端の枕置は、2段、 3段・・・と高くなっても重さのかかり方はほ

とんど変わらないが、巾央の位置は、高くなるにつれて重さのかかり方が急激に増えてし、く。

(2) 5列4段ピラミッドでは、一見@に一番亘さがかかっているように思えるが、実際には⑤にー

番重さがかかっているじこれは⑮はピラミッ ドの中心部に当たるため、いろいろな方|白jから亘さ

が集巾 しているからだと考えられる。

(3) 5列4段ピラミッドでは、測定値にばらつきが生じた3 これは、人数が増え組みんが複雑になっ

た分、ちょっとしたバランスによ り重さのかかり方が変わってくるからと考えられるG

(4) もう少し研究を深めると、どの位置にどれくらいの重さがかかるのかを、計算式で求められそ

うであるc

(5) この研究で明らかになった結呆は、来年度の運動会でのピラミッドづくり に小かせるよう |ピ

ラミッドづくり虎の巻Jにま止め、 4、5年生に伝えたい。
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優 賞j

野菜への熱の伝わり方

熊本巾-立秋津小学校 5年梶原悠愛

1 研究の目的

カレーを食べたときにニンジンなどの野菜はそんなに熱くないのに、なぜかジャガイモはとて、ふ

熱いと思うことがあったc 野菜によってにえる時聞がちがうので、冷め方もちがうのかなあと思い、

調べ-てみる三とにした3

2 研究の方法

(実験 1) 5樟類の野菜(1辺 2cmの立)j体)をゆでて竹ぐしのささっ

た長さでにえた時聞を調べるc

(実験 2) ゆであがった直後から、 5分ごとに野菜の中心部分の温度を

計り、冷めていく甲-さを調べるc

3 研究の結果

i実験 1の結果 1*竹ぐしが通った長さと時間

ゆでた時間 ナス ジャガイモ エンジン ダイコン カボチャ

5分 9 mm 0.5 mm o mm 1 mm 2 mm 

10分 tti虚 5 mm 2 mm 5 mm 9 mm 

15分 16 mm 12 mm 8 mm tt通
20分 貫通 貫通 12 mm 

25分 貫通

貫通時の湘度 73"C 69"C 81"C 77"C 76"C 

{実験2の結果}女ゆであがった野菜の巾心部分の温度変化
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4 研究の考察

0一番にえにくかったのは、ダイコンだ、ったω ほう丁で、切ったときに固いからにえにくいというこ

とではなさそうだ。

Oジャガイモは、ゆであがった直後の温度はー岳低かったのに、 15分後の温度は一番高く、他の野

菜より lO"C以上も高かった。このことから一度温まると冷めにくいことがわかった3

。それぞれの野菜がゆであがった直後からlfi分たって卜.がった温度脅みるとジャガイモが23"C卜.がっ

たのに対して他の野菜はどれも44"C下がっていた3



優賞 j

模型で検証!白川大水害~水源林の大切さ~

熊本市立西原小学校 5年 前村荊瑚

1 研究の目的

平成24年 7月九州北部の豪雨により大水害が起きた。とても身近な出来事でショックを受けた。

なぜ白J[1は、犯濫したのだろうか。どうにかして洪水を防ぎたいと思い、この研究に取り組んだ。

2 研究の方法

(1) J [1の流れと傾斜との関係を調べる。 (2) 雨量と川の流れ方との関係を調べる。

(3) 上流の水源林の有無での水の流れの違いを調べる。 (4) 雨量計を使って毎日の雨量を調べる。

(5) 白川の石を採取し、標本にして観察する。 (6) 阿蘇山と白川の歴史を調べる。

3 研究の結果とまとめ

(1) 3 Lの水を30度の傾斜で流すと勢いよく流れた。 (2) 濁流となり 、川|岸を深く削った。

雨の量 2L 2L 3L 3L 雨の量 5L 

傾斜角度 15度 30度 15度 30度 傾斜角度 30度

流れ終わるまでの時間(秒) 25 13 15 8 流れ終わるまでの時間(秒) 5 

模型の外に出た水の量 (mL) 65 80 180 240 模型の外に出た水の量 (mL) 480 

(3) 水源林がないと上流の部分の山は崩れ、蛇行した部分は、多量のよながたまっていた。内側と

外側をよく観察すると、外側は削れて内側は土が積っていた。山の上に降った雨をスポンジのよ

うに吸い取る水源林を作ると、 J[1の流れが遅くなり、模型の外に出る水が少なくなる。水源林が

なぜ 「緑のダム」なのかわかった。

水源酒養林 水源林がない 水源林がある

雨の量 (L) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

流れ終わるまでの時間(秒) 28 15 9 5 5 × 25 17 13 10 

模型の外に出た水の量 (mL) 25 65 180 260 350 。15 15 150 290 

川|のくずれ方 (0・ム ・×くずれた) 。。ム × × 。。。ム ム

(4) 朝から晴れていたが、午後夕立が降る日が多かった。夕立では、雨量計はほ左んど、溜っていな

かった。 7月の災害の時は 1時閣に雨量が約100mmだ、ったのですごい雨だとわかった。

日付 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 

天気 雨 曇 目青 晴 晴 目育 晴 雨 曇 晴 雨 晴

気温("C) 33 32 35 34 35 34 34 33 32 30 32 34 

1日の雨量 (mm) l.5 。0夕立 0夕立 。 。0夕立 l.5 。 2 。
(5) 岸の階段の所には火山灰(よな)が多くたまっていて、磁石に黒い粒が多量に付いていた。ほ

左んrの石が磁石に付いたので、火山岩だと分かつた。火l1I岩を顕微鏡で見てみたら、黒色でキ

ラキラしていたり、黒の中に灰色のものがあったりした。

(6) 阿蘇山では大昔3匝の大爆発があり、大きなカルデ‘ラ湖がで、きた。神話の神様が外輪山の立野

をけって、カルデ、ラ湖の水を海へ流した所が、白川となったという言い伝えがある。白川流域は、

オタマジャクシの形をしていて阿蘇に大南が降ると、カルデラから狭い下流にいっきに濁流が流

れてしまう。昭和28年の白川水害では、死者が400人以上もあった。 7月の大雨では、阿蘇谷の

杉山がくずれたそうだ。 杉の木は家を建てる材料にはなるが、落ち葉がたくさん出るブナの木が

I緑のダム」になる。 研究を通して神話の阿蘇山や白川がある美しい熊本を守り たいと思った。
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優賞 j

人間ピラミッドの場所と重さのちがい

和水町立菊水中央小学校 5午・相津 俊輔

1 研究の目的

運動会の紺体操で人間ピラミッドを練習していて、 宇番下の人にかかる重さは、真ん巾の人と端

の方にいる人とでは、違いがあるのか、どれくらいの差があるのか調べてみようと思ったn

2 実験の方法

ピラミッドの人のかわりに、イメや皿などを使って、上皿はかりに

乗せてピラミッドをつくる。上皿はかりを 1段目の人にみたてて、

それぞれの上皿はかりにかかる場所ごとの重さをはかる。 1段目に

5台のはかりを使って、 2段"-'5段ピラミッドについて、できるま

でにかかる重さをはかる。

3 実験の予想

ピラミッ ドの1段目の人にかかる重さについて3つの予想をたてた。ら段ピラミッドで考えた。

予想、①:トーに乗っている10人の全ての重さが、 1段目の5 [予想、②の考え1

人に均等に分かれて同じ重さがかかると考える。

予想②:ピラミッドでは、 kの人は2人の人にまたがって

乗るので、重さは半分ずつ分かれて下の人にかか

ると考える。(右|ヌ1:1つlOOgの重さで考えた例)

予怨③:ピラミッドをつくった左きに、 1段目の人の真上

の位置にいる人の重さは、全てそのドの 1段目人

にかかり、 1段目の人2人にまたがっている位置

にある人は長さの半分ずつが分かれて、 1段目の

人にかかると考えるc

4 実験結果の例(1冊510gの英語辞典)

5 考察

E~æ百匡面 Isool [Ï百

匿百E百E酉121i61133011941i1~~百医罰

ピラミッ ドをつくっていく途中のはかりの値からも分かるように、予偲②のように上に乗ってい

る重さは分かれて下に加わっていくと考えられる。

しかし、どの実験結果においても、ピラミッドをつくりあげていくにつれて、結果は予想②と少

しずつずれてし、く c 1段同の真ん中の値は、予想②の値よりもかなり大きくなっていき、端の方で

は予想②の怖よりも小さくなっていく 3

このような結果になる原閃は、中央にはもっともおもりが乗っているため、全体的に、より内側

に重さが傾いて加わり、ピラミッドがしなるためではないかと思う。そして、そのしなりはピラミ ッ

ドが高くなるにつれて大きくなるc
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優賞 j

電気を通すえんぴつのしんのふしぎ

阿蘇市乙姫小学校 5年 森川 捺友

1 研究の目的

豆電球のフィラメントと同じように、えんぴつのしんも電気を通すととを聞いたととがある。金

属ではないえんぴつのしんに本当に電気が通るのか、そして、しんのちがいによって電気の通り方

が違うのかを調べたいと思った。

2 研究の内容

(1) えんぴつのしんのこさ (H~ 2 B)のちがいによる電流の大きさを比べる。

(2) えんぴつのしんの太さ (0.3，0.5、0.9mm)のちがいによる電流の大きさを比べる。

3 研究の方法と予想

(1) えんぴつのしんに電気が流れるか。(実験 1)…電気を通すと思う。

(2) しんのこさによるちがいがあるか。(実験2) …しんがこいほど電気を通すと思う。

(3) しんの太さによるちがいがあるか。(実験 3)…しんが太いほど電気をよく通すと思う。なぜ

ならば、導線も太い方が電気を多く通すからである。

4 研究の結果

(1)実験 1...0.5mm Bのしんで回路を作ってスイッチをつなぐと、電流計の針が、O.6A位にあがっ

た。つまり、電気を通したことがわかった。

(2) 実験2…うすい(かたし、)Hが一番よく電気を通した。

実験21 | 電流の大きさ | 実験 3
しんのとさ かん電池lとのとき かん電池2と(直列つなぎ)のとき

H o. 7 A 1. 5 A 

ITR O. 65A 1. 45 A 

B O. 65A 1. 35A  

2B O. 5 A 1. 0 A 

(3)実験3…0.9mmが一番よく電気を通した。

(4) 発展実験(実験 1 ~ 3 を行って疑問に思ったこと)

① しんの長さのちがいによる電流のちがい。→短い方がよく通す。

② 木炭は似ているので電気を通すか。 →全く通さない。

5 研究のまとめ

l. 

l. 45A 

l. 35A 

(1) えんびつのしんは電気を通し、うすい(かたい)しんの方が電気をよく通すことがわかった。

また、しんは、太い方が電気をよく通すこともわかった。

(2) しんは、短いほど電気をよく通す。よく通すとき、しんはより熱くなる こともわかった。

(3) 電流を大きくするとしんから熱が出て、こげて煙がたくさん出た。しんの中にポリマーという

プラスチックが入っているので、それが焼けている左いうこ左がわかった。

(4) えんぴつに似ている木炭も電気を通すかもしれないと思ったが、やってみると全く通らなかっ

た。不思議だ、った。

(5) もっと強い電流を流すと熱くなって赤くなるのではないかと思うが、導線にも熱が伝わって焼

けるかもしれないので、あぶないことだとわかった。しかし電球などは、どうしてあんなに明る

く光るのか左いう疑問が出てきた。電球のフィラメントについて、今後、調べてみたい。

(6) とい(やわらかい)しんが電流が小さかったのはなぜか。ポリマーが多いからなのかもしれな

いので、ポリマーが入っていないしんで調べなければ、条件がそろってないことがわかった。
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優賞 j

紙ブーメランをとぼそう

山都町立潤徳小学校 5年下回 流風

1 研究の目的

テレビの科学番組でプーメランを飛ばしているととろを見た。そとで、自分でもブーメランを作っ

て飛ばし、どのような飛び方をするか調べようと思った。

2 研究の方法

(1) 厚紙を切って羽を 3枚作り、それをホッチキスで、留めてブーメランを組み立てる。

(2) 羽の長さ、羽の幅、羽の厚さを変えたブーメランを15種類作る。

(3) たて投げ、横投げで飛ばし、進んだきよりと戻ったきよりをはかる。

(4) 横投げは羽を上l白jきに反らして投げる場合と羽を下向きに反らして投げる場合で比べる。

3 研究の結果

(1) 羽の長さと飛んだきよりの関係

-羽の幅…2.5cm ・羽の厚さ…2枚分

・たて投げ ・5回の平均値

羽の長さ 進んだきより 戻ったきより

長い 20cm 4.9m 4.2m 

中位 15cm 8.3m 3.0m 

短いlOcm 9.3立1 2.6m 

(3) 羽の厚さと飛んだきよりの関係

-羽の長さ…15cm

.たて投げ

-羽の幅…2.5cm

. 5回の平均値

羽の犀さ 進んだ、きより 戻ったきより

厚 い 3枚 12.4m O.8m 

中 位 2枚 8.3m 3.0m 

うすい 1枚 5.9m 1.1m 

4 研究のまとめ

(2) 羽の幅と飛んだきよりの関係

-羽の長さ…15cm ・羽の厚さ… 2枚分

・たて投げ ・5回の平均値

羽の幅 進んだきより 戻ったきより

広 し、 5.0cm 12.2m 1.0m 

中 位 2.5cm 8.3m 3.0m 

せまい1.5cm 4.9m O.2m 

(4) 投げ方と飛んだきよりの関係

-羽の長さ…15cm ・羽の幅…2.5cm

-羽の厚さ…3枚分 ・5回の平均値

投げ方 進んだ、きより 戻ったきより

たて投げ 12.4m O.8m 

横投げ上向き 5.0m O.3m 

横投げ下向き 11.0m O.9m 

(1) 羽の長さが短い方がよく回転し、遠くまで飛ぶものが多かった。

(2) 羽の幅が広い方が安定して回転し、遠くまで飛んだ。

(3) 羽の厚さが厚い方が飛ぶ姿勢が安定して、遠くまで飛んだ。

(4) 縦投げでよく飛ぶ時と横投げでよく飛ぶ時があり、どちらがよく飛ぶのかは、はっきりしなかっ

た。

(5) 最もよく飛んだのは羽の長さが15cm、幅が 5cm、厚さが 3枚分のもので、 18m飛んだ。

(6) 最もよく戻ったのは羽の長さが20cmの長いものだった。
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優賞 j

磁石の力で鉄球が勢いよくはじかれるなぞ

八代市立麦島小学校 5年瀧本浩平

1 研究の目的

並べた鉄球を磁石でくっつけていたら別の鉄球が磁石に当たってしまい、端っこの鉄球が勢いよ

く飛び出して驚いた。そこで、磁石は鉄球を勢いよくはじく働きがあるのかを五つの視点から調べ

た。

2 

(1) 磁石にくつついている鉄球の数と、はじかれる鉄球の勢いの関係

(2) 磁石の数(強さ)左、はじかれる鉄球の勢いの関係

(3) 磁石の種類と、はじかれる鉄球の勢いの関係

(4) 鉄球の大きさ(重さ)と、はじかれる勢いの関係

(5) はじかれた鉄球をさらに勢いよくはじけるか

研究の方法

(1) 図 1・2のような装置を作り、磁 鉄球 図 1

石の数、置く場所、種類と鉄球の数、 bふ 磁石鉄球 単4電池

大きさを変えてはじかれた鉄球のよ ーー+ 口000→ 口+
うすをデジタルカメラで記録する。

(2) はじかれた鉄球の勢いを調べるた
鉄球 困2

ドと、臨輔臨輔制めに、単4電池をコースに置き、衝

突して移動した距離を記録する。
一一 +口000イJooo...， 口+

(3) はじかれた鉄球の速度をストップウォッチで計測する。

3 研究の結果 (数値…距離cm 小 3球…転がす鉄球 1個…磁石の数網掛け…ネオジム磁石)

磁石¥条件 小 3球 小 3球 小4球 小4球 小4球 小4球 小 3球 小 6球

ネオジム l個 24.3 l個 34.8 l個 8.7 21出 15.8 l個 8.7 l個 15.8 3個 21.7 6個 33.1

ブェライト 1個 。1個 1.9 l個 1.9 2個 4.9 2個 2.0 2個 2.6 4個 7.4 4個 22.4

小 1球 ←フェ7イドでの条件→ 大3球 大3球 材小4球 材小6球

4 研究の考察

(1) フェライト磁石の場合、くつついている鉄球の数が 2個までは全くはじかれていないことから、

磁石の力が鉄球をはじきとばす力より大きいと考えられる。また、鉄球の数が多くなると端の鉄

球は号|きつける磁石の力が弱まるのではじかれやすくなる。鉄球の数が多くなりすぎる土、磁石

の力もはじく力も弱まる。鉄球数が4 ・5個の時にはじかれる勢いが最大となった。

(2) 磁石の数を増やすと、引きつける力も強くなり、はじかれる距離も長くなる傾向であった。衝

突する時のスピードも磁石の数とそのう|きつける力で加速していて、はじかれる鉄球の速度が決

まる。

(3) ブェライト磁石 (800ガウス)とネオジム磁石 (2000ガウス)との違いは、ネオジム磁石での

実験ではじかれた鉄球が圧倒的に加速されていた。

(4) 鉄球の大きさの違いでは、単4電池を動かした距離で調べたため、実験結果に差がで、なかった

が、鉄球の速度だけでなく重さも関係がある左考えられた。

(5) 連続してはじかれる(二連式)鉄球を調べた結果、ある程度の距離に磁石を置いた時には、 1

回日はじかれた時よりも 2回目にはじかれた鉄球の速度が加速されたことがわかった。はじかれ

る回数がどんどん増えれば固い物にも穴が開けられるのではないかと予想される。他にも磁石と

鉄球が接触することで、鉄球が磁石化されてその影響もあるのではと考えられた。
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優賞 j

ほうちょう草のひみつ

山都町立潤他;小学校 5年高橋美香

1 研究の目的

学校のプールの近くに細長い柴の草が生えていてたc その4を友だわがにぎってけがしたことが

あった。細長い柴にはものを一切るはたらきがあるのではなし、か左思い、いろいろな細長い柴をとっ

てきて、ものがEれくらい切れるか確かめてみようと思った。

2 研究の方法

(1) 校庭に年えているいろいろな種類、 λきさの細長い葉を採集するU

(2) ハンガーで作った装置に採ってきた葉を固定するc

(3) 寒天を作り、固定した葉にこすりつけてどれくらいの深さに切れるか確かめるc

(4) こすりつける方向を変えて、切れ方のちがいをくらべるコ

3 研究の結果

(1) 柴の幅左寒天が切れた深さの関係 (2) 長のかたさ在家大ーが切れた深さの関係

寒天の 葉の幅が広い 葉の幅がせまい

切れた深さ 12mm以上 12mm未満

寒天の
かたい葉

やや やわら

切れた深さ かたい葉 かい葉

4mm以上 16枚 1H枚 4mm以上 11枚 9枚 16枚

4mm木-満 19枚 17枚 4mm木-満 11枚 8枚 15枚

(:1) こすりつけた方向と寒天が切れた深さの関係

寒天の切れた深さ 葉の先からもとの方|白j 葉のもとから先の方向

5mm以上 1付文 0キ文

4mm 26枚 0枚

3mm 26枚 9枚

2mm 0枚 26枚

lmm以下 2枚 29キ文

4 研究のまとめ

(1) 葉のも止から先に向かつてとげがならんでいたc このために先の方からも左の方へすべりにく

くなっているc

(2) 反刻に柴のもとのみーから先の)iはすべりやすくなっていて、つるつるした感じがするυ

(3) 葉の先の方からもとの方へ寒天などのやわらかいものをこすりつけるとよく切れるc

(1) 反対に葉のもとの方から先の方へやわらかいものをこすりつけてもあまり切れないじ

(5) ススキ・ササなど細長くすじが平行に沙んでいる葉であれば、ものを切ることができた。

(6) 葉の幅やかたさと切れ方はあまり関係なかった恒
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メダカのすみやすいところって?

益城町立飯野小学校 5年生全員

1 研究の目的

絶滅危慎種に指定されているメダカだが、飯野校区にはまだ、たくさんのメダカがすんでいる。

メダカのことを詳しく調べ、なぜ校区にたくさんいるのか考えたいと思い、研究に取り組んだ。

2 研究の方法

(1) メダカの生態について調べる。

(2) 野生のメダカを観察してメダカがEんな左ころにいるか調べる。

(3) 田んぼの水の変化とメダカの様子を調べる(田んぼの水が抜かれた後の様子)。

3 研究の結果

(1) メダカの牛態を調べる。

ア メダカは暗い方に集まる。懐中電灯の強い光を当てると、深いところに移動する。

イ 人が来ると、すばやく水草の陰に隠れる。離れていると、出てくる。

ワ 周りの色によって体の色を変える。黒い水槽に入れたものは、背中が黒っぽく変化した。

エ 流れの方に頭を向けて泳ぐ。大きなメダカは流れに強いが、小さいものは流された。

(2) 野牛ーのメダカの観察

…用水路A"'Dの4地点を設定して調べたυ 

A地点 B地点 C地点

メダカの様子
.20匹ぐらいいた。 -メダカはいない。 .40匹ぐらいの群れ。
-小さなメダカもいた。 -小さなメダカはいない。

。水の流れ
.5mを平均40秒、 .5mを平均13秒 .5mを平均23秒
-水の流れはゆっくり。 -水のお{じれは速い。 -水のお!cれがある。

. )11)丘はどろ。 -川|低は土が少ないロ -川1)丘は土がたまっている。
-側面はコケやタヱシが付 -底にも側面にも藻が付い -側面はコケが牛Aえていた。

②水路の様子 いていたn ている。 -周辺l土草がいっぱい。
-水路周辺は草が牛えてい -水路!可辺はコンクロ ー ト
る。 や阿んぽ。

-エビが多い。 -カエノレ -小さな虫が多かった。 -カエノレやオタマジャクシ
③他のや物 -オタマジャクシ -エビ -カエノレ が多かった。

-カワニナ -ジャンポタニシ -ジャンボタニシ

(3) 田んぼの水の変化とメダカの様子(田んぼの水が抜かれた後の様子)

A地点 B地点 C地点

9月23日(晴れ)29
0C 

D地点

.500匹ぐらいの群れ。
-小さなメ ダカもいた。

.Smを平均56秒
-とても流れが遅い。

• )IIJ丘はやわらかい土がた
まっている(ヘドロ状)。

-側面には藻があるn

-周辺は草がいっぱい。

-エピ、カエル、オタマジャ
クシが多かった。

9月27日 (晴れ)2S
oC 

D地点

-水が減っている。 I・水はなく、乾燥しているロ
-メダカは数は少ないが見られ ト メダカも、他の牛ーき物もいな

-水は低いところに少したまっ |・ 水は水深2~4crnほどで、流
ている。 Iれていない。

た。 |し、。 -メダカが集まっているo ト メダカはまだ泳げる。

4 研究のまとめ

(1) メダカは、暗いところが好きで、強い光は苦手と考えられる。

(2) メダカは左てもすばやくて、すぐに物かげ‘に隠れてしまう。メダカは動くものに反応し、すば

ゃく隠れるととで、身を守っていると思う。

(3) 体の色が黒っぽく変化した。天敵から身を守るため、見つかりにくくしていると思う。

(4) メダカは流れに弱く、小さいものは流された。用水路でも、流れの速いところには小さいメダ

カはすめないことがわかった。

(5) 田んぼや用水路に様々な生き物がいた。天敵が少ないので、メダカが増えたのではないか。

(6) 田んぼの水が稲刈りのために抜かれた。取り残された坐き物はどうなるのだろうか。

(7) 田んぼでの農作業との関係とメダカの数の変化についても、 今後調べてみたい。
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優賞 j

不自然な磁力空間での植物の発芽成長の観察

熊本市立問11小学校 6年北村優実

1 はじめに

恥達の周りには、常に儲)Jが働いているが、 令‘く 見えず、感じる事もない。 この見えないノJは、

私達生物に何らかの影響を ljえていると思われるがはっきり分からない。そこで去年ア リに長時間

強力な厳力をあたえる研究を したところ、アりが死んでしまったことを観察 したc とてもびっくり

した。それでは、 植物にも影響があるのではなし、かと思ったc 特に強く反発しあった力 ・引きつけ

合う力の中で、どんなことが起こるか想像もつかなかったので支験・観察した。さらに、磁力の反

発する力や引きつけ合う力を立体的に見たいと思った6

2 実験準備と方法

右図のような1..5cmのケースに、積チが乾燥し

ないように水を含んだ綿をしいた。 2つの磁ノ白

ではさんで、中にタネを置いた|日lじ条件下 (1百I
じ半潟27

0
C水分補給)で3時間毎に観察した3

①磁石なし(通常の地球上の磁力)

4つの|②強力な磁力 (引きつけ合う磁力) N-S祢
儲ノJ空間|③自然界にないような反発し合う儲ノJ→N-N栂

④向然界にないような反発し合う磁力→s-s極

一予備実験 1 ブロツコリーの発芽の観察(アメリカj辛) ・結果

'1'心事工
量在孟〈

亡〉

(図1)

各実験群の 1個円の発芽開始時間にバラツキがあった。 この結果では磁力の影響があるのかな

いのかはっきり分からない。バラツキを少なくするために、タネを代えることにしたU

実験1 発芽への磁力の影響実験(イタリア産) ・結果 1 (タネの生産地を代えて)

1個同の発芽時間と全体のタネの発芽時聞が各実験群内で安定し、各実験群同士で比較するこ

とができるようになったれ各実験群聞で比較した時、ぷがなかったのブロッコリーの発穿は、磁

)Jの影響を受けないと考えた。

実験2 柄物の種類を代えての花北実験・結果2

カイワ レの発芽も磁力の影響はなかった3 植物の荷車iが変わっても、発芽には影響がないc

実験 3 j)(.葉の成長への磁力の影響実験 (実験 1で安定 していたタネを使用) ・結果3

実験 1の結果と同様に各実験群とも安定した発穿が比られ、発穿に磁力の影響はなかったc し

かし、双葉の成長の時期の観察では磁)Jをあたえた実験群では、全ての双輔の成長に勢いが見ら

れた。棄の色に違いはなかった。

実験4 磁力議~はどうなっていたのかつ見えない磁力総

を立体的に見えるようにした!・結果4

()fY:去〕クリップを細かく切って 200ω のコップに入れ

て悌石ではさんだじ反発し合うノJの動きをクリッ

プの動きで観察したの N-N極と s-s極ではク

リップが反発する様チがよく 見えた。しかし、同

じ反発する力なのにク リップの広がりは、 s-s
桶のみが大きく見えた。

3 考察

N極-N僅 S極ー曜 N僅-5極

♂時E足立母
命T量 穂 間嗣r且.? (図 2)

(1) 磁力は発芽には影響はなかったが、双柴後の成長には影響があるかもしれないと思った。

(2) とくに興味が出たのは、 S-S械だった。 S-S撤と N-N柑の反発する力の予想図を図に捕いて

みた。(図 2)

(3) 同じ反発するノJなのに肱ノJ線の|白jきがちがうため、差が出たのかもしれなし九

(4) この実験は、タネの発穿実験だったが、球根でも試してみたいと思ったの

(5) 見えない磁力組を見えるようにすると、 自分が何の実験をしていたかより分かりよくなった。
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シャープな結しょうを作ろう!

熊本市立黒髪小学校 6年 鹿嶋 航

1 研究の目的

昨年のミョウパンの結晶作りの研究でごつどつしたかたまりの物と、角がとがって、面が平らな

物の 2種類ができたが、なぜこのような違いが出るのかはわからなかった。そこで、結品の形は、

水溶液の温度変化と関係があるのではなし、かと仮説を立てて、今年この研究をすることにした。

2 研究の方法

(1) 最初の温度の違いと結晶の形の関係を調べる。(実験 1) 

(2) 温度変化の違いと結晶の形の関係を調べる。(実験 2)

3 研究の結果

(1) 最初の温度の違いと結晶の形の関係(実験 1)の結果

孟正て 6時間後 12時間後 21時間後

A 大きさは1.5cmだ 少し大きくなり角がと 大きさは1.5cmだ、が、約半分

(最初は40'C) ている。 (31.6'C) がってきた。 (31'C) ごつごつしている。 (30.3'C)

B 5皿しかないが、先もとがって 大きくないが、角がと 角が鋭くとがり正八市体に

(最初は60
0

C) きれい。 (33
D

C) がっている。 (30.8
0

C) 一番近い。(30.3"C)

C 
ビーカーの底に大きくきれいな 種結晶はほぼ変化なし。 種結晶は変化なし。

(最初は80"C) 
ものができ、種結晶は溶けてい (30.1

D

C) (30.1
0

C) 

る。(33.8
D

C)

(2) 温度変化の違いと結晶の形の関係(実験 2) の結果

孟正て 6時間後 12時間後 18時間後 24日寺間後

D温め直しあり
少し平べったく全体 とがった角が一つあ 平らな面も少しある 小さな結晶が集まっ

保温容器なし
はごつご、つ。 るが、全体はごつご が、全体的にご、つご て、圃まっている。

~。 つしている。

F温め置しなし
形はまとまっている 上の方に少し平らな 上の方に少し平らな 上の方に平らな南が

保温零器なし
が、全体的にごつご 府がある。全体的に 両があるが、全体は 2而あるが、底はご

つ。 ごっこっo ごつごつ。 っこつ。

K温め直しあり
平らな面が 2つでき 平らな面が 4つでき 平らな面もあるが、 正人面体ではないが、

保温容器あり
下の方は角ばってい て、上の方は正八面 上の面がこぶになっ 平らな置が八つある。

る。 体に近い。 ている。

4 研究の考察

実験1の結果から、シャープな結晶を作るためには、最初の水溶液の温度は、60
0Cが最適らしい

こ左が分かつた。

実験2の結果からは、 シャープな結品を作るには、60
0

Cまでの温め直しを繰り返して、水溶液の

温度変化を保温容器に入れるなどして緩やかに保つことが一番よい方法だと分かつた。
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液状化現象のヒミツをさぐろう

熊本巾-立古町小学校 6年山田 航平

1 研究の目的

ぼくが大好きな東京ディズエーランドが東日本大震災の影響で液状化現象を起こしたため閉閑に

なった。そこで、被状化現象はどういうものなのか、来たどのようにして起こるのかについて調べ

る土とにしたc

2 実験の方法

地質の状態や地震の縦ゆれや横ゆれのちがいによって、液状

化説象がどのように君主わってくるのかを調べる。

(1) 含まれる水の量 (0.11.と0.21.)や横ゆれ縦ゆれによる違い

を調べるc

(2) 砂・粘上(花だんの上) ・小ゐの 3種類を使い、砂だけ、

実験装置

粘土だけ、小石だけの場合と、この 3つの種類のたい積する順番を変えた場合で調べる。

(3) 金属の棒を半分の長さ (6cm)地中に垂甫.に立て、たおれ具合を調べる。

3 実験の結果 (@・・どろどろした寸てがわき上がってきたもの

0・・はっきりと十ーがしめっていたり、水がわき上がったりしているもの)

地質の状態 水の量 横ゆれ 横・縦ゆれ 地質の状態 水の量

砂だけ 少ない
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー

小 石(2cm) 少ない
(厚さ 6cm) 多い 。
粘土だけ 少ない

有タ ( 2cm) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

粘 土(2cm) 多い
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー

(岸さ 6cm) 多い 。 砂 ( 2cm) 少ない

小石だけ 少ない
ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー

(J早さ 6cm) 多い

小ゐ(2cm) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

粘土 (2cm) 多い

砂 ( 2em) 少ない 。
粘十(2cm) ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー

小ゐ(2cm) 多い 。
粘土 (2cm) 少ない
砂 (2じm) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

小有 (2cm) 多い

粘土(2cm) 少ない
小石(2em) ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー

ノトゐ (2cm) 少ない
粘土(2cm) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

砂 ( 2cm) 多い 。 。 砂 (2 cm) 多い

4 研究の考察(わかったこと)

(1) 横ゆれだけのときよりも、横ゆれと縦ゆれが合わさったときの

方が、金属の俸が大きくかたむいたり、液状化引象が起きたりす

ることが多いじ

(2) 土に含まれる水の量が多い方が、液状化現象が起きやすい。

(3) 粘十ーだけ、小石だけでは、水の止が多くても被状化現象は起き

にくいが、砂だけのときは起きやすくなるc

横ゆれ 横・縦ゆれ

ーーーーーーーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーーー。 。
ーーーーーーーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーーー。
ーーーーーーーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーーー。 。
ーーーーーーーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーーー。

(1) 砂・粘土・小石のたい積する)1閃じょによってちがいがあるc 小石の眉がー岳上にあり、水を含

んだ砂や粘土の層が卜ーにあるときがもっとも液状化現象が起きやすいc

(Fi) ゆれによって砂や粘土より重たい小石がゆさぶられ、小石と小石のすき聞に水会含んだ砂や粘

上が入り込み、小4コーがしずみ込むことによって液状化現象が起きると考えられる 3

-70-



優 賞j

地球にやさしい電池を作ろう

熊本巾-立託麻原小学校 6年今村桃華

1 研究の目的

身の凶りの電池には有'丙?な物質が含まれている。そこで、身の凶りにある刺料から何凶、む繰り返

し使えて、有害物質が出ない地球にやさしい電1ih，を作ってみることにしたc

2 研究の方法

(1 )鋼板、軍鉛板、濃い食塩水で電池ができるか、またその電池を何伺直列につなぐと発光ダイオ}

ドが光ったり、メロディJCが鳴ったりするか調べる。

(2) 食堀水の代わりに、スポーツドリンク、 トマトジュース、酢、レモン水などの液体やバナナ、

大根などの食べ物でも電池になるか調べる。

(3) 銅板とE鉛板以外の紺み合せでも電池はできるか発光ダイオードとメロデ‘ィJCで調べるc

(4) 銅板を焼いて哀ー而を酸化剣にして、亜鉛板と組み合わせた電池が発光ダイオー ドを光らせるか

調べるじ

3 研究の結果

(1) 電池の数(直列つなぎ)と発光ダイオードの光り)j• メロディ JCの鳴り )j

発光ダイオード | メロデイlC

×光らない ムかすかに光る Ix鳴らない ムかすかに鳴る

O光っている 。明るく光る 10鳴る ③軽快に鳴る

電池の個数

発先ダイオード

メロディIC

(2) 液体・食べ物別の発光ダイオードの光り方のちがい

液体や食Jく物 スポーツ 7k トマ卜
サラダ油

ドリンク ジュース

j、lじ， 電池3個 。 ム 。 × 
り
)j 電池4桐 。 。 。 × 

4 研究の考察

しょう油

。

。

実殺の

ISQ，.球qぬ 亀

... ‘'-tr&o1<.. 
~姐1..*_
修い+4l}

手作り屯池4何で光る発光ダイオード

酢 パナナ 大根

。 。 。

。 。 。

(1) 銅・亜鉛・食塩水を使った電池では3個以上を荷ー列につなぐと、発光ダイオー ドを光らせたり

メロディlCを鳴らせたりする実用的な電池になった。

(2) 食塩水以外の被体、食べ物では、スポーツドリンク、 トマトジュース、酢、バナナが食塩水と

同じくらい実崩的だった。

(~)銅・亜鉛以外の 2種類の令属の紺み合わせでも電池が作れるものがあった。同じ種類の令属同

上ーで、は電流は流れなかった。

(4) 銅争焼いて敵化銅にした電極の)jが、鋼のときと比べて寿命の長い電池になり、明るさは半減

しても、食J短水がなくなるまで何回も光っていた3
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優賞 j

空飛ぶリングの不思議を見つけたよ

~材料や投げ方をかえて調べてみたよ~

熊本市立帯山西小学校 6年 永尾 萌恵

1 調べた理由

夏休みに科学の祭典に行った時 I空飛ぶロングIという丸い筒状の物を作り飛ばしてみました。

空洞の部分を前後にしてラグビーボーノレのように回転をかけながら飛ばした時に、私はもっと工夫

をしたり紙の材料を変えたりすればこのリングはさらに遠くへ飛ばすことができるのではないかと

考え、実験をする事にしました。

2 調べた方法

。実験① リングが空を飛んだ時間と飛んだ距離データを十回とり(メジャーではかる)平均をだ

す。また飛んだ時間(ストップウォッチではかる)を調べる。基本用紙はB5印刷紙。

投げ方にこだわる。①野球のアンダースローの投げ方で下手からそのまま水平に投げる。

②①の投げ方に最後にねじりを加えて投げてみる。

。実験② リングの長さにこだわる。①4cm② 7 cm③lOcmの長さのリングを作り飛びを比べる。

。実験③ 重りの数にとだわる。①なし②1つ③2つ④3つ⑤4つのクリップをリングにつけて飛

ばす。

@実験④ リングの先の形(切り込み)にこだわる。①ななめに切り込み②波型に切り込み③のこ

ぎ、りの歯型の切り込みで飛ばしてみる。

。実験⑤ 「リング」の材料にこだわる。記録のよい形や長さが分かつたら材料を変えてみる。調

べる紙は17種類。

。実験⑥ スーパーチャンピオンよく飛ぶロング探し。 一番飛んだ上位5つの Uングにクリップ4

つの重りをつけて飛ばしてみる。

3 調べて分かつた事 よく飛ぶ「リング」のチャンヒ。オンが分かつたよ。

(1) リングの投げ方を工夫して(科学の祭典基本型7cm) B 5用紙

分かったこと リングの投げ方は、ひねりをつけた方が遠くまで飛ぶことが分かつた。安定し

て投げるにはくり返しの練習とちょっとしたコツが必要だった。

(2) rリング」の長さを変えてみて

分かつたこと 4 cmのリングが12m以上も飛ぶことが分かつた。

(3) Iリング」につける重り(ク日ップ)の数を変えてみて

分かつたこ左 必ずしも重りをつけるから左いって遠くまで飛ばないことが分かつた。

(4) リングの先の形を変えてみて

分かつたこと 切り込みをいれでもリングは遠くまで飛ばないことが分かつた。

(5) リングの材料(紙の素材)を変えてみて

分かつたこと 重い紙の方が遠くへ飛ぶ傾向が見られた。やわらかい紙を遠くまでとばすこと

は極めて難しかった。

(6) よく飛ぶリ ング上位 5つにさらにクリップ4つをつけてみて

分かつたこと よく飛ぶロングに重りをつけても記録は低下することが分かつた。
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優賞 j

紙飛行機を飛ばそう! パート 2

合志市立西合志中央小学校 6年 2組全員

1 研究の目的

昨年、紙飛行機の飛び方についてクラス全員で調べました。今年は発射台に角度をつけたまま、

傾けて飛ばしたらどうなるか調べてみることにしました。

2 研究の方法

(1) 上下の角度左左右の傾きを一度に変えて紙飛行機の飛び方を調べる。

(2) 飛ばす高さを 2~7m~こ変化させて飛行機の飛び方を調べる。

(3) 飛行機の尾翼の部分を上げたり・下げたりして飛ぴ方に変化がないかを調べる。

3 準備する物

・紙飛行機(角形) ・クリップ ・輪ゴム ・巻き尺

・飛行機発射台(上下 ・水平角が一度に調整できるもの)

-ストップウォッチ

.記録用紙

4 研究の結果

実験 1・・・ 発射台に上下の角度をつけたまま左右に傾けてどのように飛ぶか調べる。

方法 ・発射台を上向きに30、60、90の角度をつけたまま30、45、60、90の角度に傾けて飛行機を飛

ばし飛んだ時間と様子を記録する。

結果 ・考察省略

実験2・・・ 飛行機を飛ばす高さを変えたときの飛ぶ時間の変化を調べる。

方法 ・学校のランチルームを使って 2、3、4、5、6、

結果2 I飛ばした高さ 目

飛んだ時間

実験3・4・5 結果3・4・5 考察3・4・5 省略

5 研究のまとめ

7mから飛行機を飛ばす。

考察2 高さが高くなるにつれて

飛ぶ時聞が長くなる。

(1) 実験1から上に角度をつけても左右にひねると宙返りをしにくくなるのが分かつた。

(2) 実験 2・4から飛ばす位置を高くしたり大きさを大きくすると飛んでいる時聞が長くなるのが

分かつた。

(3) 実験3の結果から尾翼のへりを上げたり下げたりすると飛び方が変わるととが分かつた。

(4) なるだけ長い時間を飛ばそうと、各クツレープで工夫して飛ばしてみたが10秒を超えたクゃループ

は一つだった。飛行機をていねいに作るだけでなく飛ばすときの風の影響も考えないといけない

のが分かつた。
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優賞 j

ダンゴムシのなぞを解きあかすぞ， ， 

益城町立益城中央小学校 6年 矢野 祝子

1 研究の目的

昨年ダンゴムシと他の虫のジグザグ歩き(交たい性転JpJ反応)について調べ、その結果、ダンゴ

ムシは、ジグザク歩きをする確率が高いことがわかった。今回は、ダンゴムシと同じ土壌動物のム

カデを比較しながら研究を深めることとした。

2 実験の方法と結果

(1)実験 1: T字路を交互に曲がるのか

曲がり角まで 5cm・10cm・15cm・20cmの4種類のT字迷

路 (右図)っくり 、ダンゴムシとムカデを各10匝ずつ歩行さ

せ、その全経路をノートに記録し、 データを集め整理 ・分析

し、グラフにまとめる。

「 「
門口

a~ F G H 

0ダンゴムシとムカデの交たい性転向反応は、少しだ、けムカデの割合が高かった。

(2)実験2:どのようにして交alこ歩く方向を決めているのか

10cmごと にT字になる迷路をダンゴムシとムカデに歩かせて、迷路の左右の壁に当たった触角

の回数を調べる。

実験2の結果 (左右の壁に触角が当たった回数)

0左の壁に触角を当てて進んでいて、T字路にぶつかると右の触角が壁に当たる方に進んでいた。

京右が反対でも、反応は同じだ、った。また、その傾向はムカデの方がはっきり左出ていた。

0ダンゴムシもムカデもジグザグに進む時に、右から入って左へ出て行ったとき触角は左の壁に

当たっていた。反対に左から入って右へ出て行ったとき触角は右の壁に当たっていた。また、

その傾向は、ダンゴムシよりもムカデ‘の方が強かった。

3 まとめ

(1) 土壌動物のムカデは、ダンゴムシと司じように交たい性転向反応を示すことがわかった。

(2) ダンゴムシとムカデがT字路を交互に曲がる割合は、T字路の距離を 5cm・10cm・15cm・20

cmまで変えても結果にあまり変化はなく、およそ 7割~9割の確率で交たい性転向反応を示して

いた。

(3) T字路を曲がるとき、ダンゴムシもムカデも曲がる前に触角が壁に当たっていた恨.IJと反対の触

角が壁に当たる方へ進むことがわかった。(左側の触角があたっていたら左へ曲がり 、次は右側

の触角を壁にあてる)また、その傾市]はムカデがはっきりと出ていた。

(4) ダンゴムシもムカデも、左に曲がった後は右の触角を、右に曲がった後は左の触角をうまく使っ

て進んでいるととがわかった。

(5) ダンゴムシもムカデも触角を上手に使って、ジグザグに進む山jきを選んでいることがわかった。
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優 賞j

上手に節電!電気の秘密!?

~どんな工犬で電球を長く明るくつけられる?--

八代巾-立松高小学校 6年中島拓海

1 研究の目的

小むきの中で感じた節電を上手に行うためにはどのように電気を使用すべきなのか、という疑問を

解決するために、電池を使って電球を長く明るく付けられる方法を調べ、改めて電気の使い方につ

いて考えてみたいと思ったの (実験の様子)

2 研究の方法

医亙日「電池の種類と大きさJ同じ電月のものでも、乾電池の種類

や形によってどのように電斥の卜.がり)j• 豆電球の点灯時聞が

変化していくのかを調べた。

医亙訂|温度によるちがい 1J乾電池を 1種類選び、 温度によって

どのように電以の下がり方・すー電球の点灯時間が変化していく

のかを調べた。

直亙司 f~眼によるちがい 2J 実験 2 から削めると寿命が延びることが分かったので、 80tの高
mゃ氷点下ではどのように電圧の下がり方・豆電球の点灯時間が変化していくのかを調べたG

直亙訂「連続とON-OFF切りかえのちがいJスイッチをつけたり消したりする条件を変えて、

点滅に対する耐久性について調べたc

区亙司「電球によるちがいJ電球の種類による明るさや乾電池の寿命のちがいについて調べたの

区亙司 fLEDど屯圧JLEDと電池との相性や点灯の仕方について調べたt

3 研究の結果と考察 実験2，3 (80
0

C) 

医亙日より、乾電池についてはマンガン乾電池よりもアルカリ乾電

池、さらにより容良が大きいものが長持ちすることが分かつた。

|実験2，~|より、乾電rttr，は温めた方が電!J.:の下がり方が緩やかにな

り点灯時間も長くなることが分かった"800Cの高出でも使用可能であ

ったが、氷点下では乾電池が凍ってしまい使用できなかった。

直亙司より、乾電池には点滅に対するl耐久性についてのちがいはほ

とんど比られなかった。屯球の方に関係しているのではないかと思った。

区亙司より、立電球は明るさのぷはほとんど見られなかったが、抵

抗が大きいものの方が電圧の下がり方は緩やかになり、立電球の点灯

時間も長くなった。

医亙司より、 LEDは乾電池では長く同じ明るさで点灯させること

ができなかったが、リチウムコイン電池では2ヶ月以上長く点灯できたC

4 研究のまとめ

実験6 (LED) 

今同の研究から、電球の種類によって電叫の下がり方や点幻.時間が変わることが分かった。つま

り、電J求の種類によって電気を使う拡が違うということである。使う場

あつた電球やLEDを選んで使うことが大切だと思つたヨ使用回的にあった方法を一つ一つ考えて

いくことが節電につながることだといろ考えになった。今まで「節電ーとは、「電気を使わないよ

うにすることJだけだと思っていたが、「電気を大切に使うことJでもあるということが研究を通

して分かったG 研究で分かつたことや考えたことを、家の人にも伝えてF小↑ドで

い。また、次はLEDと電球のちがいについてもっと調べてみたいと思ったc
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優賞 J
円柱形は本当に強い?

湯前町立湯前小学校 6年柳本 真那 5年福田龍之介

研究のきっかけ 川伸た品

5年生のとき、「生き物は円柱形J(凶語科:説明丈)を習ったc 筆者の本川達雄
さんは「円杵形は強いのだ。人間の体も円相形でできているし、斗.き物の体の基木
Eなっている。 と主張していた。そのときは“なるほど"と思ったが、その後、
なぜ?どうして?が私たちをつきまとった。そこで、夏休み、本当に円柱形は強い
のかどうか、実際に調ベることにしたの

2 研究の結果
(1) 折り紙と円柱を比べたとき(ベットボトルは重り)

(2) 

形

本主主
重さ
順位

(3) 横にした角柱と円柱を比べたとき
(ベットボトルは重り)

全体にパーミキュライト(上の代わり)をかぶ
せ、それに重りを乗せる方法で実験してみたの

円柱形が一番強かったc 角柱はやはり、 角度
(側面の数)が多くなるにつれ強度が増していた。

3 まとめ

追加実験

円柱形はどの折 り紙よりも
強かった。

折り紙の巾では、 3JR折り
が‘番強かったo 同が多く な
るにつれ強くなるのかと思っ
たが、そうではなかった" 3 
点折りが強いのは折った角度
にもよるのかもしれない。

阿佐形はどの角柱形よ りも
強かった。

山角柱をのぞけば、角柱形
の角と而が多くなるにつれ強
くなることが考えられた。而
と而で支えることが強さの秘
けっかもしれない。

(3)-2 円柱をアーチ型を比べたときに強度
はどう変わるのか

追加実験とし
て円柱をア』‘チ
型にして強度を
確かめてみたυ

円の形が半円に
なると普通の円
杵形よりも強度
が高かった。

(1)円柱が一番強かったっ折り数が多くなるほど重さに|耐えられると思ったが、折り方によって強
度が変わることがわかったっ

(2) 凶角柱をのぞけば角住の角度が多くなるにつれ強度が噌し、だ、んだん円の形に近づくにつれ重
さに耐えられることがわかった。角度が多くなることで縦の耐とI古宇で支えるようになることが関
係 していると思ったじ

(3)-1 これも円柱形が一番強いことがわかったc 丸くなる k円牲によりかかった十一砂の力が分散さ
れるのかなと思った。とのことは、眼鏡橋などと同じように、土作用紙 と
はいえ、丸く すると工作用紙の内側に圧力がかかるc だから、互いに支え
合う力が生まれ、 同時に外への力も生まれるのかと思った。

(3)-2 アーチ型は円柱形よ り強いことがわかったo 4 -(3)-1でまとめたこと 4 
をもとに「アーチ型」を「トンネノレ」と見立てると、だから「トンネノレ」
は大きな力にも|耐えられる強い「アーチ型j になっているのかと思ったn
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優賞 j

草原のチョウを探る

熊本大学教育学部附属小学校 6年 竹内 満寿美

1 研究の目的

私は小さい左きから蝶が大好きで、今も家族左一緒に昆虫採集をしている。図鑑を見ていて、九

州で狭い部分にしか生息していない蝶を見つけ、ぜひその蝶を確認したい左思い、今回家族の協力

を得て、阿蘇の自然ど観生息環境を主に観察してみた。

2 研究の方法

(1) 阿蘇市波野駅周辺、約100knl'を 1凶に区切り、環境左生息している蝶を採集 ・観察する。

(2) 草原 ・畑 ・杉林 ・自然林に分けて種類と個体数をチェックする。

(3) 特に草原のチョワに視点を当て、各地点に生息するチョウのうち、ヒメシロチョワ ・ジャノメ

チョウ ・ゴ、マシジミの3種及びその食草を観察する。

(4) 夏休み中 8月7日・8日・11日・16日・18日の 5日聞をかけてチェックを行った。

3 調査の範囲

阿蘇市波野駅周辺の、 1knfごとに区切った53か所をチェック。そのうち、採集に適した草原22か

所で採集 ・観察を行った。調査の範囲は阿蘇市と高森町の一部。

草原が少なく 、調査に適さない所が多い。杉の植林も多く 、土砂崩れの爪痕が残っている。

4 研究の結果

(1)それぞれの食草がある所で、ヒメシロチョウとジャノメチョウは確認できたが、ゴ、マシジミは、

食草のワレモコワがたくさん牛えている地点でも 1頭も見ることができなかった。

(2) 食草のない所では、それらを食べて育つチョウは、1頭も確認できなかった。

(3) 8/7"-'8/18聞の 5回(7日・ 8日・ 11日・16日・18日)同じ地域を調査したが、8/7・8/8は確

認できず、8月中旬になって初めてヒメシロチョウがみられた。

(4) ヒメシロチョワの採集頭数をオス ・メスで比べると、オスがメスに比べて 2倍以上になった。

(5) ジャノメチョワは、図には表さなかったが、5回の調査で、毎回多数みられた。

5 考察

今回、九州で見られる 3種の草原のチョウに視点を当てて調べてみた。ヒメシロチョウ ・ジャノ

メチョウは多く見られ、採集もできた。しかし、ゴマシジミは発生時期が違うのか、1頭も見ると

とができなかった。また、食草とチョウの関係は、そのチョウの食草が生えていることが必須だが、

ゴ、マシジミのように、食草はあっても、他の条件がそろわないと全然見られないことがあると考え

られる。今回の調査では、その条件はわからなかった。広い草原の中のワレモコウは、ススキに埋

もれて花芽をつけていないものが多く、ゴ、マシジミが産卵できないととも考えられる。このことか

ら、草原に生息するチョウは、草原が正しい形で維持されていないと生息するのが難しいのかもし

れない。

ビメシロチョウは、 8月上旬には、全く見られなかったが、8月11日からみつけるととができた。

オスの発生が多いのは発生時期をそろえることで、強いオスが子孫を残せるようにしているのでは

ないか。発生時期は場所が違っていてもほぼ同 じになっている事実から考えた。オス ・メスの個体

数が違う ことや、メスが遅れて発生するのは、日郎、子孫を残すために都合がょいと言われている こ

とが、この調査からもわかる。

自然の中の動物は、 植物に大き く依存して、深くかかわっている。私たち人間もそんな自然界の

中の一員であることを 卜分に理解し、自然に配慮しつつ生きてし、かなければならないと思った。
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パイナップル酵素の秘密を探ろう ， ， 
荒尾市立荒尾第四中学校 1午・ 山本 未来

1 研究の目的

料理の本で酢豚のパイナップノレは肉をやわらかくする事を知りましたc 私はパイナップノレを食べ

ると舌が荒れて凶っていたのでパイナップルに含まれる何かの成分がこの2つの事を引き起こして

いると考え、本やインターネットを調べたところ、これらの原因がパイナップルに含まれるタンパ

ク質分解酵素だと分かりました。そこで、私はその酵素がパイナップルにどの様な状態で存在し、

どの様な性質の物なのかを調べる為に、パイナップルを)lJlt、た醇素の研究をするととにしました。

2 研究の方法

(1) 実験 1 パイナップノレの巣肉片を牛肉と豚肉にのせ変化を調べた。比較として、「イロJものせな

い肉j と「ラップ包みのパイナップノレ片をのせた肉」も同時に調べた。

(2) 実験2 パイナップノレの果実を 「芯・身・皮肉」の 3つの部分に切り分け、それぞれミキサー

にかけガーゼで絞って、 3つの部分(芯・身・皮)のーパイナップル液」とー絞りカス」を什:っ

た。これらを用いてゼラチンとスキムミノレクによる酵素のタンパク質分解試験を行った。

ア ゼラチン試験;高さ円盛 (cm)を付けた透明プラスチック筒に、 5%濃度で作ったゼラチン

液を入れて固め(ゼリー)、小さじ l杯 (O.5cmの高さ量)の「パイナップル液・絞りカスJを

のせて、ゼリーが溶ける高さを調べた(エアコンの部屋で実施:約23CC)c

イ スキムミルク試験:透明プラスチックコップに入れた 1%スキムミルク液 (30mL)に、小さ

じ1杯(約2.5g) の「パイナップル液・絞りカスJを訴i1Jn:..，て液の濁り変化を調べ、別に作っ

たスキムミルク濃度見本液と見比べて掛り具合が一致する濃度で表した。

(3) 実験3 パイナップル絞りカスを「そのまま」と「砂粕添加 (50%砂粧水7.5mL)Jの条件で1

日古11屋で保管し、スキムミノレク分解力を比較した。

(4) 実験4 ゼラチン濃度.5，6， 8及び10%止変えてゼラチン試験を行ったc

(5) 実験5 身部分のパイナップル液を小さじ 1杯 (1/1，1/3及び1/2水希釈とそのまま)、 2杯及

び3杯と濃度又は量を変えてゼラチンとスキムミルク試験を行った。

(6) 実験6 名tlffi.度条件(冷蔵l半、エアコン部屋、暑い部屋、お湯)で酵素試験を行ったc

(7) 実験7 パイナップノレ酵素液の利m法(料理、洗濯等)を試し、その効果を調べてみた3

3 研究の結果

(l) 実験1 牛肉・豚肉共に直接ノ《イナップル片をのせたものだけが、片の形に肉が溶けた2

(2) 実験2 液は「皮>身〉芯」、絞りカスは「芯>身ミ皮Jの)1国に分解が進行した。

08 ltア)ゼラチン醐のグラフ(反応7時間)1
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(3) 実験3 パイナップ/レ絞りカスは、砂糖を入れた条件の方が翌日の分解力が高かった。特に芯

と皮の部分の分解力について、砂糖有無の差が顕著であった。

隣
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台

砂糖添加による醇素の保存効果

!(砂糖あり翌日分解率}ー(砂結集し翌日分解率) ... __1 
xl001 前 日分解率) .. .~~ 1 
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100分

ロ芯力ス

300分
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(4) 実験4 ゼラチン濃度が高くなるほど、溶解する高さが小さくなった。

(5) 実験5 酵素の濃度又は量が多くなるほど、タンパク質分解が進んだ。

(6) 実験6 温度条件が高いとタンパク質分解がより進んだ。

(7) 実験7 パイナップル酵素の利用に関する検討結果

用途 検討のやり方 検討結果

料理
パイナップル酵素患に牛肉を浸けた後に焼

肉質が柔らかくなって美味しくなった。
いた。

洗濯
牛乳を拭いたタオルを酵素識に漫けた後に 牛乳のヌメリがとれたが、時聞が経っと臭
洗渇した。 いがした。

角質落とし 肘に酵素遣を塗り、暫くして水で洗った。
荒れたカサカサが無くなり、きれいになっ
た。

おロエチケット
食後に酵素液を口にふくんだ後にうがいを 口のネパネパが無くなり、歯・舌がきれいに
した。 なった。

4 研究の考察

(1) 実験1・2の結果より、パイナップノレには、牛肉 ・豚肉 ・ゼラチン ・スキムミノレク等のタンパ

ク質を分解(溶解、透明化)する酵素の存在がはっきりした。また、その存在状態には 「果実液

中」及び「絞りカス(細胞)中」があり 、液中の酵素は実の外側になるほど多く 、また、絞りカ

ス中の酵素は液中とは逆に実の中心に近いほど多くなっていた。

この液中と絞りカス(細胞)中の酵素存存ー量の結果から、パイナップルの酵素は実の芯の部分

の細胞で作られ、果汁液に溶けた状態でどんどん実の外側の方に送られているのではないかと想

像した。

(2) 実験3では、パイナップノレから取り出した酵素(液 ・絞りカス)は、取り出した翌日にはその

分解力が低下し、特に、絞りカスの方が栂端な分解力の低下が見られた。しかし、砂糖を加えた

絞りカスは、翌日でもスキムミルクを分解する酵素のみを保っており 、砂糖の慌な甘みの成分に

酵素の力を保つ効果があることが分かったc

また、この砂糖の効果は、元々甘みの少ない芯の部分にはとても効果があったが、甘みのある

果肉部分への効果は低かった。

(3) 実験4と実験 5の結果から、パイナップノレ酵素とタンパク質の両方の濃度が関係して分解の速

度が変化していくことが分かつた。

また、実験6より、パイナップル酵素は低温より高温の方がタンパク質分解が速いことが分かつ

た。でも、最終的に分解できる量はほとんど同じで、あった。
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2 

サクラ樹皮のねじれ現象に迫る

熊木県立八代中学校 2年 大塚

田中

陽雷・高宮

間輝・脇田

基弘

康代

研究の動機

登下校で使用している結の回廊線c 幹段は気がつかなかったが、そこに植えてあ

る桜の木々の幹に刻まれる多くの傷が規則性を持っているようにJ思えた。この樹皮

の傷にはどのような規則性がみられるのかを探り、研究を始めることにした。

研究方法、結果及び考察

事前に集めたサクラの木のデータ(79本分)のデータを使い樹皮の傷について次のことを調べる。

事前研究皮の悔の方|ほ性、調べ

「考察」 反時計Inlりの傷が60%以上もあるということは偶然

とは考えにく U、D この結果により、サクラの樹皮にみられる傷

のねじれは、半数以上が反時計Inlりになる頬占|ト性が確認された。

グラフ1.樹皮の備の方向性@割合

研究 I 一番下の枝が、 kの枝に与える影響について

「企休での気づき」

・酋と束、北束、 北西が一番多いことはない

・令てを重ねる}て時計四りのらせん状に見える

-北西と北東のきIJ合は減っていっている

. ~tと南の割合は4干存目の枝で減ってはいるが、全体的に見れば割合はl白い

-凶と東の割合l立、ほぽ同じまま

・前の枝が少ないところに多く枝ーが山ている

.凶の本教がどんどん減っといる

1番目の筏 5番自の枝

N N 

s s 

「考察j 根本から 1番目、及び2番目の枝が南側(南西)よりに多く存在するのは、よ陽光の影響

を最も受けているためだと思われる。 1、2干駐日は枝の中でも幹まわりが最も大きいので、その分

枝の先にある葉の数、面積も多いものとなる。よって、太陽光を多く受けられる南側に位置するの

ではないだろうかc 次に、 3需目以降の枝に関しては、やはり 1、2昏目の枝の)JlbJとは別の)jl白l

に向かつてのびている傾向がうかがえた。これもやはり、太陽光のいかに効半良く受けられるかと

いった樹木の工大ーがサクラの木々全体でいえることが明らかとなった。

研究H 皮の傷は、枝の影響を受けているのか。また枝のある方向に傷が向かっているのか

「考察j根本から 1岳自の枝のみに注目して、そ

の聞にある傷の方向性を向く割合についえ考えて

みる。グラブが示すように、 5害IJ.ilIい傷が 1番目

の枝方向を向いている事実が分かった。加えて、

影響があるとはいえない、つまり、まっすぐに傷

がある割合についても26%存在していることを考

担本-1書目司棟骨聞に且邑れる.旬肉曹

えると、枝の位置が傷のねじれ方向を牛み出す直接的な製因とまでは、いえな

し、ものの、侮をねじれさせる一要閃と考えた方が自然である。

研究E 皮の傷の長さと円周との関係

・傷の人一きさは40cmまでが多く、刊J杏jは40cmから100cmまでが多い。
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|考察J 侮の大きさは25cm未満に大部分が存在すること

が分かるc また、傷の大きくなると、幹まわりが大きくな

ることから、その関係性がうかがえるc 幹まわりが大きい

ということは、つまりサクラ自体の樹齢が高いということ

と、根本に近い場所であることを示しているc つまり、傷

白体は25cmに満たないものが大部分であるが、大きな傷は

高齢のサクラに見られる特徴であり、また、版本付近の傷

といえるだろう。

研究N 皮の侮の長さと高さとの関係

・侮の大きさは30cmまでが多い

.右に行くほど傷までの高さが低くなっている。

「考察J傷の大きさが多いもの特にIOOcmを起すようなも

のについては、高さが低い。つまり根本付近からの傷ということがいえる。逆に、傷が小さいもの

は、どの高さにも侮在することがいえるだろう。したがって、大きな傷はその大きさ故にできあが

る時期も早く、かなりサクラが幼い時の傷が成長したものだということがいえるの

研究V 皮の傷が内部に与える影響

・年輪と思われる中に一部尽く目立つスキマ?が確認され

る。

.スキマのある方|占jには、必ず樹皮の闘に傷がある 3

・枝が生えているところでは年輪自体がゆがんでおり、断

面が円ではなくなっている。

「考察」 年輪がゆがんでいるところでは、本の断面もゆがんでいるため、相当な斥力が継続的に

与えられたと思われる。本研究で、スキマのある)Jl白jには、必ず樹皮の面に傷がみられるという内

部構造を締罰、したれこれは、外側からの力が内部に影響をワーえたことを示しており、内部構造の中

でも動きやすかった(ずれやすかった)ところがスキマとなってみられたということだろうのこの

スキマのある場所もj蛍が3層構造のどこかの境界がスキマとなることも分かつている G どのj蛍とど

のj蛍がずれるのかは、その時の幹の成長過程と肢の大きさに起因する弘のだといえるD

研究'-'1 内部のねじれがあたえる影響と利点を探る~モデノレ製作~

.モデノレの中，心から 2つ目の屈をねじると 1番外側のj蛍

もつられて写真のようにねじれた。

.各部分がわずかなねじれをすることで、最終的には大

きなねじれを生む。

「考察」研究Vで、分かったように、幹は数層の構造をし、

その屑と屑がずれることでねじれを生み出すことが分かつ

た。本モデル実験がその理由を示すように、ねじれるこ

とで樹皮の大事な年命線でもある維管東自身もねじれ現

象をおこすG このねじれることで、単に上にある肢が影

響を受けるのではなく、向転することによりその影響を

全体に散らばらせる効果を得ている。また、数層の構造がねじれることでその水や栄長分の通り道

はより棲雑な螺肱構造を形成していって本状態になっているといえる。同時に、ねじれることで一

部が破損してもその樹木そのものが倒れにくくなっていることは、数枚の紙をねじることでより強

固なものになることからも明らかであるc よって、サクラの傷がねじれていることは、単に偶然の

産物ではなく、内部構造自身の変化であり、長く反映する知恵ともいえるc
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自体県立鮪センター賞j

音の響きのよい水琴窟の研究

宇士市立鶴城中学校 2年 山口 純輝

1 研究の動機

「夏の涼を求めて」というタイトルで「水琴宵」の紹介がテレビであった。 「獅子脅しj のとと

は以前から知っていたけれど、「水琴宵」については、全く知らなかった。テレビで紹介された

「水琴窟Jの音(亀吉の中に水滴を落として音を響かせる水琴窟の音)を聴き、この音の涼しい響

きに驚いた。ただの水音なのにどうしてこんなに響くのか。水滴が落ちて出す音のメカニズムを解

明し、水琴窟の青の響きの仕組みを探りながら、響きのよい水琴窟を探っていきたい。

2 研究の方法

(1) 実験 1・・ 水音の出る条件調べる。(液体別→水、グ日セロン、エタノーノレ、食塩水、砂糖水)

(管の太さ→1.4血、 3.0皿、 5.7皿、 7.1皿)

(2) 実験2・・ 水滴が着水する様子を調べる。(ビデオで撮影する。)

(3) 実験3・・ 水音の仕組みを調べる。

(4) 実験4 ・・ 落下する水滴により出来る空洞の形と水膏の関係を調べる。

(5) 実験5・・ 水音の出る原因が 2次玉に関係するかを調べる。

(6) 実験6・・ 1次玉と 2次玉の間隔と音の出る関係、を調べる。

(7) 実験7・・ なめらかで球状の空洞の出来る条件を調べる。

(8) 水琴窟のっくりとその原理についての説明

(9) 実験8 ・・ 水滴の水音における実験データーを生かしながら、植木鉢(標準型、湯呑茶碗型、

壷型)を使って水琴窟を作り 、その響きのよさを比較する。

(10)身の周りの物を使って簡単なオリジナルな水琴痛作りに挑戦する。

3 研究の結果

(1) 実験 1・・ 水音の出る条件を調べる。

① 装置を作り、液体別(水、グリセリン、エタノール、

食塩水、砂糖水)に、 o~30cmの間隔で 1 cmご左に高さ

をかえてときの水青の回数を (50滴中)調べる。 液体別、水T干の発生数 (50滴巾)

〔結果〕 水、食塩水、砂糖水、エタノーノレ、グリセリンの順に音の出る回数は多かった。液体

に不純物が混じっていないほど音が出やすかった。

② 水滴の落とす管の太さをl.4皿、 3.0凹、 5.7皿、 7.1皿

を変えて、水音の出やすい回数を調べる。

(落下させる高さは30cm) 管のよさ5llJ、水ffの発生数 (50滴巾)

〔結果]3.0mm以下では水青の回数が少なく、 5.7阻の左き最も水青の回数が多く 、7.1凹で、は減

少傾向にあった。 5凹~7皿が適当と恩われる。

③ 水滴を落下させる高さを変える。

管の太さは5.7皿を使用し落下する高さを 1~ 100cmまで 1 c皿ごとに変え、水音の回数を調べ

る。

〔結果] 15cm~40cm ぐらいのときが水音の回数が多かった。

④ 水滴が着水する水面の深さを変えると水音の回数はどうなるか、を調べる。

水面の深さを 1cm、3cm、5cm、 7cmに変えて、水滴を落とす高さを 1cm~100cmに変えて
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みたc

〔結果〕水面の深さは水渦ーを落とす高さが高ければ、落とす深さが深い)jが水干干の回数は多かっ

た。 60cm"'80cmの高さのときが水守の回数は多かった。

(2) 実験2・・水滴の着水する様子を調べるc

水滴が着水する瞬間の様子をシャッタースピードのついた

(1/8000秒)のビデオカメラで撮影するc

〔結果〕水摘が落下すると大きな窪みができる。この窪みの中に後続の小さな水滴が落下して

小さな窪みを作りそれが気泡となる。大きな窪みは小さな気泡を抱えたまま上昇して、こけ

し状の氷杵を形成する。この水杵は落下して、周りに波紋が広がるc

(3) 実験3・・水音の仕組みを調べる。実験2と同保な方法で撮影するc A<音がするとき、着-水時

の水面のj膨はどうなっているのか調べるc

〔結果〕最初の大きな水摘が衝突してできた大きな需みに、後続の小さな水滴の 1"'2伺が衝突

して刑来る気泡が振動が、まさに水岸窟の脊源であるc 気泡が同来た瞬間から800"-'1000Hzの

脊が聞こえ始め、それがこけし状の水柱に抱え込まれて、こけし状の水柱が最高点に達するま

での0.05"-'0.08秒程度聞こえるc

(4) 実験4 ・・繕下する水滴により山米る空洞の形と水背の関係を調べる。水背の山る時と山ない

ときのビデオ映像の比較をする。

〔結果〕水音が出る時は、落下した水摘が作る空洞がなめらかな形になっているG さらに落下し

たぷ滴(l次=f.)の後に小さな水滴 (2次雫)が見られる。

(5) 実験5・・ A<音が出る原因が2次本ーに関係するか調べる。石膏を固め-て作った疑似空洞とただ

の平面に 2 次主の代わりに直径 5mmのガラス主を落として模擬~験手としてみる。

〔結果〕干面に落とすより、宅洞に落とした)jが脊が周りの時に反響するためか、衝突脊は大き

く響いて聴こえた3

(6) 実験8・・水背の山る実験結果をもとに、柄本鉢を使って水琴窟を作るの

準備物:楠木鉢、たらい、水滴を落とす装置

水滴を落とす条件:5.7凹の管からの淡水の水滴、高さ40cDI、水の深さ15cm

〔結果〕植木鉢の火に瓦を寄せて聞くと、普通の水滴より、響いた水面が1.5秒程聞くことが出来

た。何もしないで聞く水音とは明らかに違う音だ、った。

(i) 実験6・・響きのいい水琴満作りに挑戦→植木鉢の形に注目する。

①植木鉢の標準型 ②湯呑茶碗型 ③壷型

〔結果〕一応、どの植木鉢の水琴絹も音を発したヨ中でも湯呑茶碗型や盛型は、音の響きが複雑

でよかった。植木鉢の服で響き方が違うことが分かつた。湯呑茶碗型で壁が薄くて固く焼かれ

た物で、子でたたくとよく響く物は長く響いて、素敵な残響脊が聞こえるようである。

4 考察

水油ーに脊が聞こえる水滴としない水摘があることが分かり驚いた。その水渦.の守脅水岸痛で加工

すること青色を変えられることが分かり二重に驚いた。響きのよい水琴窟作りは!処が深い。
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‘熊本博物館賞j

燃料電池の研究

実験の動機

開科の授業で燃料電池について実験をした。実験では鉛筆の必と洗濯のりで電流を取り出した。

この時、よ陽光モータ}やLEDをつけてみたが、モーターは凶るがすぐ止まり、 LEDはついたりつ

かなかったりした班があった。そこでどうすれば身近な鉛筆の芯と洗濯のりからより多くの電流が

取り出せるか疑問に思い、さまざまな条件で実験を行い調べようと思った。

実験の方法

①洗濯のり 100mJ.をビーカーに入れる。

②台紙に鉛筆の芯2本を差しビーカーにセットする。

③鉛筆の芯を電師、装置につなぎ、 1~5分間電圧を加える。

④電源装置から外して3秒後の取り出せる電流を調べる。

(デ、ジタyレテスターをつけた直後に測定した電流とする。)

①~④の方法で.以卜宇の備に条件を変えて行った。

(実験1)加える電圧をlOV、2木の鉛筆の幅5皿、台紙から下lこ山る鉛筆の芯の長さを 5cmとして測

定するc (的体につかっている部分は3.4cm)

(実験2)加える電圧の大きさを変える 電圧を20V加えた物で実験し、違いを調べる。

(実験3)台紙より下になる芯の長さを変える 芯の長さを 3cmにしたもので実験し、違いを調べるc

(液体につかっている部分は、1.4cm)

(実験4)洗濯のりの濃度を変える 洗濯のりの濃度を50叫にした色ので実験し.追いを調べるn

(洗濯のり50ml.+水50rnL)

(実験5)洗濯のりの温度を変える 常温のもの

り(15"C以下)で実験し、違いを調べる。

(実験6) 2本の鉛筆の，じの聞の帽を変える。

2本の鉛筆の芯の幅を 1岨にしたもので実験し、違いを調べる。

3 実験の結果

実験1 ・鉛筆の濃さが濃いものは、電流が取り出し

やすい3

・鉛筆の濃さが薄いものは、あまり電流を取

り出せないc

物理サークル3年大草市立本i度中学校

2 

と冷蔵jギで冷やし温度を下げた洗濯の(25
C

C以f-:)
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ー判ーH

ー挺ー2H

ー"':3H
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実験1の結束
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-全体的に時間が経つごとに電流が取り出し

やすくなっている。

実験2

.HB、 3B、4Bの 3つは、他よりも電流

が取り出しやすい。

ー- :3B

4B 1分2分3分4分5分

時間
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実験3 ・全体的に、電流を取り出しにくい。

• 1分ごとの取り州せる電流の量があま り変化しない。

実験4 ・4Bの取り出せる電流の量が 1番多い。

'4B、Fは1-----2分で、取り出せる電流の量が急激に増えている。

;k験5 ・4分のとき、電流が取り出しやすかったものが、 5分のときは取り出しにくくなってい

るc

'H、B、3H、2Hは、 1"'2分の聞の取り出せる電流の畳の変化が大きい。

実験6 ・全体的に 1，-._ら分まで密集するところが少なく、それぞれ取り出しやすい電流の差が激

しい3

・Hは1分ごとに取り出しやすい電流の量の変化が一番激しくなっているc

各実験で電流を多く取り出した順位(5分間)

l 2 3 4 D 6 7 ~ 9 

10V IIR 4R  F 3R 2R B II 3IT 2IT 

20V 4B  HB  3B 日 2H  2B 3H  H F 

3 cm  2R 4R  2II 311 3R IIR II B F 

ハ←ア 4U  311 211 11 上、 2υ 3υ 11B U 

冷たい B 4B HB  3H  2H  F H 3B 2B 

1 c m IIs 3II 3D B 4s  2s 2II II F 

気づき

・4Bがどの実験においても取り出せる電流の量が多い0

'Hはどの実験においても取り山せる電流の量が少ない。

'Bは取り出せる電流の量が条件によって大きく変化するω

.ドは電流をあまり取り山せない条件が多い。

4 まとめ

実験6の結果

12 

11 

10 

9 

8 

'i 

6 

5 

4 

3 

2 

1 。
1分2分3分4分5分

~HB 

~B 

ー企ーF

ー判ーH

ー栄-2H

_ :3H 

-+-2B 

ー- 3B

ー-4B

これらの実験を通して、身近な鉛筆の芯と洗濯のりからより多くの電流を取り出す条{'[:を見つけ

ることができた3

今回は、鉛筆の芯と洗濯のりのみで実験を行ったので、他の水溶液などでも尖験を行っていきた

い。また、洗濯のりの濃度は半分でしか行っていないため、濃度と電流の闘係についても詳しく調

べていきたいc 電帽についても鉛筆の芯以外に使えるものがないか調べていきたいc
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、熊日ジュニア科学賞J
酸のパワー -酸は物質をどう変化させるのか?-

玉名市立玉名中学校 1午・ 宮崎 頒子

1 研究の目的

石灰石と酸を使って酢眼力ノレ、ンウムの紡品を什る実験を、姉が巾学生の時にしていた。酢が物を

溶かすと考えたからだ。*験は成功して結晶はでき上がったが、私は本当に11-灰ザオーが裕けたのか気

になっていた3 そこで、酢を含めた酸性の液体が、石灰石だけではなく、どんな物体にどんな変化

を起こさせるのか研究することにした3

2 研究の方法

研究(1) 酸性の液体の中に 5桔類の物体を入れ、

準備する物

その変化を観察するc

研究(2) 液注入前の物体の重さと、 20日後の物

休の重さの変化を比較する。

3 研究の結果

-酸性の液体(レモン100%、酸度1.2%の酢、

塩酸9.5%の酸性洗剤)

・5種類の物体(石灰石、

コンクリートの般片、

鉄釘、銅版、アノレミ松)

各3

研究(1) 石一・石灰石、コ・ーコンクリー ト、鉄…鉄釘、鋼一・銅版、ア…アルミ板

之日目̂ -'11日目立で{三見られ在度イむ

L 

一十
に

70 

-88ー



石

灰

酸l空

性|{

鉄
3住|釘

※5日目でアノレミ桜が溶けたので、酸性洗剤の中に短い銅版とゴム粧を入れてみた。結果短い銅版は

lH_J目で溶けでなくなった。また、ゴム板は10U目で figが 2g減り 4gになったc

研究(2)
寸1 灰寸t コンクリー ト 欽 釘 銅 版 アルミ板

レモン100 32 g -31 g 20 g -15 g 2g-0.5g 6g-5g 2g-2g 

宵手 38 g -36 g 31g-31g 2g-2g 6g-5g 2g-2g 

階性洗剤 44g -36 g 36 g -28 g 2 g -1 g 6g-0g 2g-0g 

4 研究のまとめ

・レモン100%の液体は、-i:l灰ゐを裕かすというより、ゐ灰七[の何かの成分に反応して向い結晶の

ようなものを什:る。また、 20日間では、鉄は溶かすがアルミは溶かせない。

・ヂ1灰ヂ1やコンクリ ート、鉄釘に酸性洗斉1)を注ぐと瞬時に白い泡が多量に出た。酸性の液体の種類

によって物体の変化の仕方は違い、液体向体も変化するc

-酸性雨によってコンクリートに小さな穴がたくさん空くという現象は、コンク リー トの成分であ

る石灰石と粘土、砂、砂利の巾の物質の一部が階によって溶けたためと考えられる。砂がボロボ

ロにとれたことから、使用したコンクソートには、石灰石が多く合まれていたからヨ

・銅版は酸につけた状態だと溶けてなくなるが、空気に触れると緑色のサピができる。サピが銅の

表面をおおうことで、内側lの剥が溶け出すのが防がれている。

・酸性の洗剤は危険防止のために緑色に着色しであるが、物質が辞けたことで、/1<と納が分離する

ように、綜色の着色料だけが上部に浮き、液体は透明になる0

・酸は、アノレミや鉄、銅だけではなく、 石灰石やコンクリ ー ト、そしてゴムも溶かすノJがある。
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熊日ジュニ?科学賞j

アルカリ性の水溶液で葉脈標本を作ろう

山鹿市立鹿北中学校 1年 高井 咲希・田中 彩加

1 研究の動機

1学期の授業で、維管束が葉脈になっているととを学んだ。そとで自由研究をするにあたり、葉

脈がアルカリ性の水溶液を使うと取り出せることを教科書から知り、アルカリ性の水溶液の濃度や

煮る時間によって葉の表皮の取れ方にどのような違いがあるのか調べてみることにした。

2 研究の構想
fe--一一--------，_一一一一一"Em--，-33333333，assas--1r一一一一一一一一_，_，_，_，_---_，_，_，_，_，_，---，_中

iZZ12-arfE賓室とj主要二虫聞と委主(J)忠告之.~~.!:.J 出;E2-rj三It~芝生!三去三jEf，Ej
【分析】水溶液と濃度 ・時同と表皮の取れ方の関係

pHと表皮の取れ方の関係

(研究2 他のアルカリ性水溶液による変化 j

[分析]水溶液の濃度 ・日と表皮の取れ方の関係

pHと表皮の取れ方の関係

i研究4 葉の断面の違い ;

[分析]柴の厚さ ・断面の比較

3 研究の方法

すべての実験にはヒイラギとツバキの葉を使用した。

(1) 研究 1I水溶液と濃度 ・時間と表皮の取れ方の関係

ア 5%、10%、15%炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水

溶液をそれぞれ300mL作り、葉を20枚ずつ入れ、ガスバーナーで加熱する。

イ 水溶液が沸騰し始めてから、 5分おきに20分後まで葉を 5枚ずつ取り出し、葉を一枚ずつ水

の中に入れ、歯ブラシで表皮をはぎ取り、表皮が取れた割合を数値で表す。

(2) 研究2I他のアルカリ性の水溶液での変化 |

水酸化バリウム水溶液、水酸化カルシウム水溶液の飽和水溶液を使い、研究 1と同様に実験を

行った。

(3) 研究3 I浸け置き法による変化 |

5%、10%、15%の水酸化ナト日ウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液を使い、それぞれの水溶

液に葉を30枚ずつ入れ、一日 3枚ずつ取り出して、表皮をはぎ取り、取れた割合を数値で表す。

4 研究の結果と分析

(1) 研究 1 同 落語の濃度 ・時間と表皮の取れ方の関係

他の水溶液は、沸騰して

から20分たってもほ左んど

表皮がはがれるととはなかっ

たが、水酸化ナトリウム水

溶液は、どの濃度において

も沸騰後 5分後には70%近

くがはがれ、加熱時聞がた

水酸化ナトリウムツバキ 水酸化ナトリウムヒイラギ

'回・0・8
70 ・0
国
崎

:10 
m 
10 
0 

師
岡
田
市
制
国
岨
掴
掴
叩
。

-~一三 車

~ 
自分 1扮 時分 田分

-・E昂 ・・-.11:1叫 ーー-.11:15‘
5分 10分 1S分 回分

ー』蹟鹿田 ー・-"1田 園』融 1罰

つにつれて徐々にはがれる

割合が高くなり、ほほ100%の表皮をとることができた。
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熊日ジュニ?科学賞j

7・12豪雨大災害がなぜ起きた?

阿蘇市立一の宮中学校 1年 梅木麻衣

1 研究の動機

今年の 7月12日に九州北部を襲った災害は、私たちの住む阿蘇にもたくさんの影響をあたえまし

た。そこで、なぜあんなに大きい規模まで広がったのかを知りたくて、この研究をしようと思いま

した。

2 研究の構想

研究 1:地形分析…調査 研究2:土壌分析…調査 ・保水率実験 ・崩壊傾斜角度実験

研究3:気象分析…調査

3 研究の方法

(1) 研究1

ア 同土地理院データー調査。現場踏査。

(2) 研究2

ア 国土地理院及び国土交通省データー調査。

イ保水率実験

ベットボトルの底を切り、口にガーゼを取りイ寸けて乾燥した 3種類の土100cnfを入れ、 50mL

の水を上から入れ何%保水できるか調べる。

ウ 崩壊傾斜角度実験

3種類の土それぞれ100cnfにふくまった水の量が各10%をつくり石板の上の 3種類を均等に

平らにのせ、石板の角度を30
0

、45
0

、60
0

に設定し、上から水100mLを流し、目視劃定で崩壊

面積を測り調べる。

(3) 研究3

気象データー調査

4 研究の結果

(1) 研究 1・地形分析

阿蘇火山は、日本有数の活火山で

ある。東西18km、南北25kmの大きい

凹形カルデ、ラとその中にある中央火

口群からなり、 30万年にわたる複雑

な活動 ・成長の歴史を経て、今日に

至ったものである。

<カノレデラの地形>

表 1

阿蘇の地層

ASO-1以前

ASO-1 

ASO-2 

ASO-3 

ASO-4 

ASO-4以後

年代 地質

60万年前 輝石安山溶岩

27万年前 溶結凝灰岩

14万年前 溶結凝灰岩と未圃結の火砕物

12万年前 未園結の火砕物

9万年前 " 
9万年~現在 降下火山灰

カルデラは急崖に固まれた大きな凹地である。南北に長いカルデ、ラ内の、やや南上りに中央火

口群が密集しているのでカルデラ内の低地も南北に 2分される北の広く平坦な谷を阿蘇谷、南の

谷を南郷谷左いう。南郷谷を西に流れる白川|は、カルデラの西線で阿蘇谷の水を集めた黒川Iを合

わせ、立野を通って西方熊本平野へ流下する。阿蘇谷の北側カノレデラの北壁は高度差300m程度

で、その上面は平坦である。 一方南郷谷の南側、カルデ、ラ南壁は高度差300'""'-'700m。深い谷と尾

根が交互し、北壁とは対照的な彫りの深い地形を作っている。カルデラ外側の地形は、東と北側

は火砕流によって作られたきわめて緩傾斜 (1'""'-'2
0

) の台地が広がる。また南と西側は古い火

山の山腹で10
0

前後の斜高からなり、その外側に阿蘇火山火砕流の台地が接している。

(2) 研究2・@保水率実験 ・⑫崩壊傾斜角度実験

女土の採集地…災害現場→阿蘇市坂梨 火山灰→阿蘇市波野

田んぼの士→阿蘇市黒川
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⑫崩壊傾斜角度実験@保水率実験

く図 1> ケース1 :ふくまった水の量10%

30
0

・45
0
・60

0

(3) 研究3・気象分析

観測地点 :阿蘇乙姫

統言|期間 :1981年"-'2010年

平均気温 :12.9
C
C 

年間降水量:2831.6mm 

災害時の雨量(阿蘇乙姫)

く図 2>

く表2>

-------、司
l月

最 ltJ気温代、 6.6 

平均気温的 1.1:l 

最低気温('{:) 2.8 

降 イく 量bι) 89.5 

7月12日 A:vt1 : 00"-'7 : 00 (阿蘇市役所調べ)

459.5mm 
く阿蘇di>
死亡 :21人行方不明 ・1人

全半壊:1223棟壊床下浸水 :615棟

5 研究の考察

2月 3月 4月

H.4 12.1 17.7 

:l.l 6.5 11.7 

-1.8 1.1 5.7 

121.5 210.1 213.3 

5月 6万 7月 8月

22.0 24.6 27.9 2R.9 

16.3 20.0 2Hi 23.白

10.7 15.8 20.2 20.1 

282.1 579司8570.7 252.7 

く研究1・地形分析> ~ 企

雨水の保水率は平地に比べて若手林が高いと 弓ーわ

れている。 しかし、それよりも保水率が高いのが

9月 10月 11月 12月

2~.9 20 .. 1 lfi.日 9.:1 

:W.5 14.4 ll.Y 3.7 

16.3 9.2 3.5 -1.3 

231.0 106.5 98.1 71.0 

甫ー原である。阿蘇カルデラの、特に阿蘇谷の外側は広々とした草原であるc 草原の先端は急崖の状

態で阿蘇谷に立っているc 短時間の雨量にもよると思うが、危険な場所だと想像できるc

<研究2・土壌分析>

保水不~験と崩壊傾斜角度実験から ・

-災害現場の土は、火山灰の土と同じであることが分かる。

-田んぼの土よ りも、他の 「災害現場」と 「火山灰j の土の方が、水をふくみやすいc

※しかし、水をAベみやすい 1:ほど、雨が多く|咋ったときは、くずれやすいこ左が分かつたc

<研究3・気候分析>

-過去30年間の半均の 7月の雨量は、570.1凹で、今回の 7封12はの 6時間で、159.5凹であった。

これは、 1カ月分の雨量、約80%が降ったことと同じである。

-災i再現場の土の吸収できる水の量(保水率)をはるかに上回っていることが分かるし

まとめ

研究の結果から、災害のあった地域は、保Aく率は高いが/.Kをふくんだ、状態では崩れやすいことが

分かつた。今回の災害の起きる前後のUにちで、1年間の雨量の約70%以上の雨が集中 して降って

いる。だから、災害が起きる前にできることをしておくことが大切である。

例えば、避難をしておくことや災害の下想をする。吸収しやすい土の上に吸収しにくい土をまぜ

ておくなど3 まずは、私にできるこ とからやっていきたい。
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、熊日ジュニア科学賞J
葉の緑化や光屈性に有効な光の色は?

天草市立稜雨中学校 1午・ 山口 莱奈

1 研究の目的

(1) 植物の葉が緑化するには光を受けることが必要c 太陽光に含まれる光のうち、葉を緑化させる

のは何色の光なのかということについて調べる。

(2) 植物は光の方向を感じてそちらに屈曲するe この反応に有効なのはどの光なのか主いうことに

ついて調べるc

2 研究の方法

(l)葉の緑化に有効な光の色はり

暗見巾で育ててもやしになったかいわれ大恨を太陽光に当てると、葉が緑化してくる。太陽

光にはいろいろな色の光が含まれているが、そのうち柴を緑化させるのは何色の光なのか、色

セロハンを透過させた光を当てて調べてみるc

(2) 光屈伸に有効な光の色は?

いろいろな色の光をかいわれ大根の芽性えに当て、その芽斗;えが光属性

を示すかどうか調べるc いろいろな色の光は、太陽光を色セロハンに透過

させてつくる。色セロハンに当たった太陽光に含まれる光のうち、 特定の

光だけがそのセロハンを透過するつ透過した光をかいわれ大恨の芸生えに

当てるわけだが、例えば、古いセロハンを透過した光に含まれるのは古だ

けではなく、他の色が混ざっているかもしれないので予備実験をするc 予

備実験は、色セロハンを透過した光の色を※簡易分光器で調べる。

3 研究の結果および考察

|(1) 葉の緑化に有効な光の色は?I
実験l 暗黒中で育てたかいわれ大根の紘化

太ií.lj~のλベクトJレを調べる

不些CDとキき箱でノ乍l主

(結果) 左から A一ずっと暗黒に置く 日一暗黒→明所 C一ずっと明所に置く

1時間後一 Bが気持ち縁化してきたように見えたの肉眼でも緑化は分かりづらかった。

2時間後 写真ではフラッシュで明るくなってしまい緑化は分かりづらいが、肉眼では1時間

の時より緑化は進んだ、3

3時間後 -13の葉が緑化が進んだ。写買では少し緑が濃くなっているように見えるが、 自分の

日で見るともっとはっきり変化が分かったc

24時間後 -Bの葉はCの葉とほとんど変わらないまでに濃くなったcAの葉も少し緑に色づい

ているように見えたη(撮影時に段ボールより出して光に当てたためだと思うの)ずっ

と暗黒中に置かれていたAが他の 2つ (B. C)に比べて少し背が高くなっていた3
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実験2 柴を緑化させたのは何色の光?

光屈件ーに有効な光の色を調べる

(一予備実験の結果)

~ 色の種類

ム;陽光 赤・精・黄・緑・育・藍・紫(虫て色)

各色(亦・青・禄)のセロハンを分光器のス

リットへはって光を透過させると、透過した光

のスベクトノレは右表ようになったっ

ポセロハン

緑セロハン

青セロハン

亦だけ

緑・青・ホ(少し)

緑・藍・紫・青

(結果)

0時~，t
l凶iJ)lt 1.8署匝Yr量 3 1)奇~1量

，+o寄r.'1lt
')尚""，¥¥止

b・年Pl¥lt

‘通れ 1

ー」Z仁.企事2玄y五-γL 
4 ・'司対~ 1冊司。、蜘守11干4 

.・~ .・，・J

R 希ホ 得 令 ー皐ムY諸.ヱ-4-'-'主』 E;-1日 墨書舟緋 令 思務亦 緯骨
者， ~車-t

a d 

0 時間後 1時間後 2時間後 3時間後 4時間後 5時間後 6時間接

透明セロハンを透過した光を受けた葉の緑化が足も早い。次に、赤いセロハンを透過した光を

受けた葉で、透明セロハンとあまり変わらない。その次は青いセロハンを透過した光を受けた葉c

以上3つは6時間以 1--経っとほとんど同じくらいに緑化する口それに対して、緑セロハンを透過

した光を受けた葉は、 6時間後でも緑化があまり進まなかったD

(考察)

このことから、葉の結化に最も有一先/Jなのは赤セロハンを透過した光、次いで育セロハンを透過

した光といえる。亦セロハンを透過した光に含まれるのは、ほとんど赤色光だけだが、青セロハ

ンを透過した光には青色光以外にも藍色・紫・緑色の光も含まれる3 山色光を色セロハンに透過

させる方法では単色光を得ることができないので、この方法ではイロJ色の光が有効なのか正確に特

定するこ左はできないが五色光が有効であることははっきりした。

|ω 光屈性に合効な光の色は?I
実験3 光屈性に有効な光の色を調べる

(予備尖験結果)

「葉の紙化に令長VJな光の色は?Jの予

備実験と同じ

(結果)有表のとおり

(考察)光屈仲に有効なのは青系統の〉I亡

赤セロハンを透過した光に含まれる志

い光は、光開性には有効ではいといえる。

緑の光を忌も多く含むのは、緑セロハン

を透過した光だが、ほんのわずか組曲し

ているだ、けたった。育セロハンを透過し

!働-f7l' l而I
赤セロハンを透|縁セロハンを透|肯セロハンを透

過した)tを受け|過したycを受け|過した光を受け

たかいわれ大根|たかいわれ大根|たかいわれ大根

はまっすぐ上に|は少しだけ屑山|は光の方へ押r山

伸びたままだっ|しているo している。

たc

※禄セロハンと青セロハンはあまり変わらないように見え

るが、肉眼では育のぶが日出していた凸

た光を受けたかいわれ大根ははっきりしたEの光屈性を示したc 育セロハンを透過した光に多く

含まれるのは、結以外では育・藍・紫の光なので古系統の光もしくはこれらの光のうちどれかが

光屈性に有効といえるc

4 研究のまとめ

(l) 太陽光の中の何色の)e，が緑化するのに有効か?左いう点は色セロハンと分光器を使った実験で

赤色光と青色光が令ー効ではないかという結果になったG

(2) 光脳性に街必!な光の色は?育セロハンを透過した光が・番困曲していたので、青系統の光の色

が合ー効ではないかと考えられるの
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熊日ジュニア科学賞j

微生物で環境を浄化する基礎研究

美里町立砥用中学校 2年早津田 日向子・下回 瑞希

石田あみ・柚留木志歩

1 はじめに

私たちは、総合的な学習の時間に「私たらと私たちの過よ・硯在・木来Jというテーマで、故郷

の現在と未来を環阜ーという視点でとらえ直し、微牛ー物を有効に活用して環境の浄化に役立てる方法

を研究することにしたc

2 研究の方法

(1) 微生物を安定して所性化させる方法

① 実験に利用する微生物

アコウボ菌 イコウジ薗 ウナットウ菌 エ乳酸菌 オピブィズス菌

② 祈性化在確認する方U~

-有機物の分解によってできる一二階化炭素を明気中に逃がすことで減少する且さを24時間特に

測定し活性化に必要な時間、活性を失うまでの時聞を測る。

・腐敗臭や具臭がする場合は、同的以外の雑菌が発牛.したこととして、実験を中l卜するc

@ 活性化に適した環i克を調べる

-微小ー物に粧を与えて活性化させた場合、液状の培地に比ベオガクズの培地は活性化に効果が

ありそうな予備実験の結果が得られた。そこで、おが屑のイメージから、発泡した素材や水

分を吸収しやすい素材を集めてiii"性化の違いを調べる。

(2) 活性化した微生物を環境浄化や環境改善に活用する方法

①微生物が上壌に良い環境をつくり、植物の成長に効果が川るか確かめる実験

・短期間で成長するカイワレ大根を使って、共l照丈一験と比較し、成長の早さに違いが起きない

か確かめるc 5開類の菌類を活性化させ、 3カ所から採取した土を焼いて混ぜ、その中でカ

イワレ大根を育てる。

② 微'tて物が汚;kを浄化することができるか確かめる実験

・実験用の水として緑川ダムの水を用い、 5種類のI翁をアノレギン酸ナトリウムでリアクター

(微小物カプセノレ)をつくり、ダムの水を時化できるか確かめるc

. r争化の目安は、透明な蒋探に入れた水に光を当て、通過する光の量をデジタルルクス計で測

定し数値の比較で確かめる。

3 研究の結果

(1 )微斗;物を安定して活件jじさせる)J法

① 実験1:菌類の活性化実験

-微牛.物に適度なiml度と十分な長分(砂糖)を与える

と、菌類を活件一化状態にできるリ写真は、コウボ菌

を活性化させる実験を行ったときのコウボ商の顕微

鋭写買である恒各個体の大きさが不揃いなことが多

かったt
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L 熊日ジ2ニア科学賞j

よくまわる風車にするには・・ 4

"-'1風レンズ」の風車への影響と実用化~

熊本県立宇土中学校 2年 松本 莱李南

1 研究の動機

自然環境に優しいエネルギーが注目される今日、風力発電に関心をもち風車の羽の大きさや形、

「風レンズ」と風車のまわる速さの関係についての研究を 3年間行ってきた。今年はこれまでの研

究で、行ってきた 「風レンズ、j を改良し、更によくまわる風車 ・軽量 ・コンパクト化を目指し研究を

進めることにしたc

2 研究の内容

研究4年目の今年は「風車の実用化」を目標の 1つに掲げ、装置のコン

パクト化や軽量化などの視点から「羽」や「風レンズ」などの自作装置を

改良し研究を進めた。検証の方法としては、これまで明らかにしたよく回

るは山の見直しと「風レンズj の縁の大きさと直径の見直し及び「羽」

と 「風レンズ」の組み合わせの見直しを行ったc また、実用化に向けた視

点からモーターを利用し発電能力についても追加実験と して行ってみた。

(1) I風レンズ」の工夫 ・改善

ア 「風レンズ:Jを使用せずに20種の「風車」の回る速さの測定

イ 咋年一番速くまわった風車の「風レンズ」の改良(直径を変える)

ウ 「風レンズ」の向きの改良(イと逆|白jきに取り付ける)

エ 「風レンズ」の縁の向きの改良(イと逆向きに取り付ける)

オ 「風レンズj の幅の改良

カ 「風レンズト」の縁の広さの改良

キ風を遮る 「風レンズ」へ改良

ク 斜め方向からの風に対する風車の回り方

(2) よく回る風車の発電力(追加実験)

ア よく回る 「剥」と「風レンズ」の組合せの風車にそーター

を取り付け、発電量を調べる

3 研究の結果

(1) I風レンズ」の工夫 ・改善

ア 羽の長さ10cmで‘幅1.5cm(穴有)と 2cmの風車がー

番よく回ったc 全体的に見て、羽の長さが10cmの風車

が速くまわり、 8c皿のものが遅い。

イ 羽の長さが 7cm、8cmの 「風レンズJ付き風車が、

かなり速く回った事から、 「風レンズI使用すること

により 、コンパクト化が実現できることが分かる。

(測定例①参照)

ウ ア、イと比べると速さのばらつきが小さい事や 「風
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母、〉ノ
風コ!?ヘ
コノグ

コム

し

オ

かった。

「風レンズJの幅3cmで縁の軒2cm、 3c皿のものが、 4c皿、 5cmのものに比べると辿・いc 全

体的に「風レンズj なしより速くまわり、羽の幅が狭いlle'速くまわった。

キ |風レンズ」の幅と縁を広くすることで風が遮られ、周りの風を集め速くまわるとチ想し実

験を行ったが、 7、 8cmの羽、「風レンズ」の幅7cm、縁3、5、 7cmを用いるとほとんどの

風車が速くまわるようになったc 特に縁の帽3，....__5 cmのものがよいことが分かったの

正両"'-'20度の角度で風を当てると「風レンズ」を使用した点が速くまわ

るが、 40度になると特に変化は見られず、 60度では「凪レンズ司」を使用し

ない方がよく阿った。

よく阿る風車の発電力(迫加・応用実験)

よく回る羽と「風レンズ」の組合せで約 lV弱の電圧を柑ることができたn

発光させることはできなかった。

イ 10分間風車で発電(ダイオードで整流)

灯させることができた。

カ

6JA ク

(2) 

しかし、 LEDを

し、バッテりーに充電することでLEDを10分以上点

ア

研究の考察とまとめ及び感想

(1) 昨午までは長さ10ι盟、幅2Clll (パンチ穴有.り)、角度20度の4枚羽根の風車がよく凶ったが、

今回の「風レンズJの改善で長さ 7岨、幅 1CIllのより小さい風車がよく困ることを見いだすこと

ができ、「風レンズ」における風車の軽量・コンパクト化を実証することができたc

(2) 風を「風レンズ」や縁で巡る事で風車を速く回すことができることが分かつたが、風車の形状

や、「風レンズ」や縁の幅など、いろいろな組合せ条件があり、どの組合せが一帯速くまわるよ

うになるか、その組合せを見つけるのが難しいと感じた。

(3) 風レンズ」の有無の実験より、凶転時の音の発牛ーにも気づくことができたこ I風レンズ」

使用により音を小さくできる組合せがあり、騒音公害の解消に役立つのではないかと思う υ

(4)今回は風車の実用化をテーマの 1つに設定し研究をおとなったc 私の家は高台にあり風も強い

ので、軽量・コンパクト化され、蓄電池を備えた風力発電をすることで、同常生前のみならず、

停電時や災害時にも役¥f_つのではなし、かと思う c また、先日モミジやユリノキの種子がクルクノレ

何りながら落下するのを見かけたG 身近な自然の中に、これからの研究のヒントがあるのではな

いかと感じたc

の
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草原の環境と草原性チョウの生息状況を探る

熊本大学教育学部附属中学校 2年竹内 美祝

1 研究の目的

今年は、熊本県の山間部を中心に大規模な土砂災害が起とった。 8月10日には、中学校のコーラ

ス部の一員として、阿蘇災害復旧ボランティアに参加した。阿蘇は、白然が豊かで災害が少ないの

ではないかと思っていたので、とても驚いた。

今回は、阿蘇の自然を見虫の生息環境を主眼に置き、妹と共に観察してみた。

2 研究の方法

① 阿蘇市波野駅周辺、約100凶を 1凶に区切り、環境と牛息している昆虫(チョウ)を採集 ・観

察する。

② 環境チェックは、草原 ・畑 ・杉林 ・自然林のうち、どの環境かチェックする。

③ 草原のチョウに視点を当てて調べる。阿蘇に生息、するチョウのうち、ヒメシロチョウ ・ジャノ

メチョウ ・ゴ、マシジミの 3種をメインに観察する。

④ 上記のチョウの食草(幼虫が食べる草)があるかどうかを調べる。

⑤ 8月7日・ 8日・ 11日・ 16日・ 18日の 5日間でチェックを行った。

3 チョウの説明

① ビメシロチョウ

[分布】北海道 ・本州 ・九州、|の一部に分布。

[牛ー態】ふつう、年3回発牛する。 (4月中旬.......__5月下旬) (6月下旬.......__8月上旬)

(8月中旬.......__g月下旬)踊で越冬する。

[食草】マメ科のツノレフジバカマ ・カラスノエンドウ ・ビロー ドクサフジ

② ジャノメチョウ

[分布】北海道 ・本州 ・四国 ・九州に分布。草原性のチョウで広い高原に多くみられる。

[生態】 年 1 回の発生で、 7~8 月に出現する。草原を低く飛ぶ。花や樹液に集まる。

飛ぶのはすべて♂で、♀はほとんど飛ばない。

[食草】ススキ ・スズメノカタビラ等のイネ科の植物。

③ ゴマシジミ

[分布】北海道 ・本州 ・九州の一部に分布。

[生態】年 1回の発生で、主に 8月上旬~中旬にみられる。

母チョウは、食草であるワレモコウに産卵。幼虫は花穂を食べて成長する。

幼虫は、 4齢になるとクシケアロに運ばれてアリの巣に入る。それ以降はクシケアリの

卵 ・幼虫を食べて成長する。越冬形態は幼虫。

[食草】幼虫期間の前半はワレモコウ類。



4 調査の範囲

阿蘇市波野駅周辺の、 1kniご左に区切った74か所をチェック。そのうち、採集に適した草原で採

集 ・観察を行った。調査の範囲は阿蘇市と高森町の一部。

想像していたよりも草原が少なく、調査に適さないところが多かった。

杉の植林が多く、いたるところに土砂崩れの爪痕が残っている。

5 結果

5日聞かけて、約100kniのチェックを行った結果

シジミチョウ科…5種 シロチョウ科… 5種 アゲ、ハチョウ科…5種

タテハチョウ科…12種 セセリチョウ科…10種の計37種を確認できた。

採集されたチョウの種類

シジミチョウ科 シロチョウ科 アゲ、ハチョウ科 タテハチョウ科 セセリチョウ科

草原 3種 5種 1種 8種 7種

混牛ー地 5種 5種 5種 10種 9種

全体 5種 5種 5種 12種 10種

6 考察

今回、草原のチョウについて調べてみた。阿蘇は自然が豊かで牛ーき物の多い所だという認識だ、っ

たが、チェックを行うと、チェックした範囲内では、白然林は全く残っていない状態だ、った。

まず、草原性チョウの代表的な 3種に絞って観察を行ったところ、食草はいたるところで確認で

きたが、成虫は確認できないポイントもあった。これは、チョウの発生には食草とそれ以外の要素

が必要なのだ左考えられる。

特に、ゴ、マシジミの食草であるワレモコウは、かなりのポイントで確認できたが、ゴ、マシジミの

産卵 ・幼虫の牛込育に欠かせない花芽はかなり少なかった。ワレモコウはススキに理まって牛ー育が妨

げられている所が多かった。草原の乾燥化によってススキの成長スピー ドが増し、ヲレモコウが成

長できず、ゴ、マシジミの発生ができない状態なのではないだ、ろうか。

今回チェックポイントに選んだ阿蘇 ・高森地区は、草原 ・杉林 ・畑 ・民家が混在していた。

草原と草原+杉林の混生地を比較してみたところ、計37種のうち、草原で確認されたチョウは24

種草原と杉林での混牧地で確認されたチョウは34種だった。

草原で確認されたチョウは、全体で確認された種類の65% 混牛ー地で確認されたチョワは、全体

の92%にあたる。この結果から、人工的に作られたとはいえ、生息環境の多様性がある地域では、

生息個体の種類が多いと考えられる。

自然林が残っていたら、もっとたくさんのチョワが確認できたかもしれないと思うと残念でもあ

る。

との調査中、草原で土砂崩れをおとしている所は見当たらなかった。土砂崩れは、人工林と道路

の法直に限られていた。人間と自然との共存についても考えさせられた。
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植物の蒸散量を左右する要因とは

熊本県立八代巾学校 1・3年 生物研究班 後藤 和佳子 ほか4名

研究の動機

昨年の東日本大震災以降、省エネ対策のーっとしてー緑のカーテンJ といった取り組みが雫る所

でなされているc この対策では、葉から木恭34として放出される以化熱によって涼しくなることを

聞いた。蒸散t誌を決定づける要因はイロJであろうか?その点について木研究を行うケとにした。

2 研究方法、結果及び考察

本研究 I 各植物の一日を通じた蒸散量の変化

天候「曇、雨J 12 : 15..-.__， 12 : 45は、雨のため、測定不I-IJ

・午前巾から全体的にー貫して、蒸散量は減少傾向になる。

・種類によって蒸散量;こぷがみられ、ヘチマが高い蒸散量をほこる。

4'>同・・・-....岨・ー-句間団b・・・

/ /' / ~/ ~/ ~/ 
~‘~.. .$ "" ，t" ， 

富司

※11 : 15..-.__， 11 : 45で蒸散量が下がるのは、光合成をしているからで、逆に、天候の悪化により蒸

散するための要因が変化したため、蒸散量が減少したとあ考えられる G

天候|晴れJ I 伽蝿砕担増加齢融m

・11: 15~ll :-1 5が|曇、雨J とは逆で、恭制が上がる。 I~;1 A Ir= 
.アサガオ①とへチマ①の生化が似ている。 11~トd合誌~ 11李登

l 三 l~./../~可...c::唱曲ー曙E 1 1:;:::';';'-

.アサガオ③とニガウリ②の変化が逆になっている。 I~; I ............ .-→~←;;;1 

・13: 1ト 13: 45に、ピワの蒸散量がひどく落ち込んでいる。 I///////
※ビワの蒸散量の繕ち込みについてだが、測定したビワの葉は、属頃になると半分くらいが影;こ

なっていることが関係しているのではないだろうかのまた、ビワの葉は他のツタJ荷物と比べ葉

の色が|暗緑色~濃緑色であり、表而il;;t度にかなり違いがあるのではないかと感じた。

※蒸散には、正午ーに落ち込みがある(タイプ①L この落ち込みを「蒸散の小休止J と命名するG

匪記:」煩μ♂受ふ窓数舵刻除虫幻泳三二以涜幻ふ
タイプ①正午前、正午をピークに次第に減少したあと、増加する 円 E

傾向(右上図)グラフ 2の|ヘチマ③JIピワJ

※この谷聞を|恭散の小休Ir.Jと呼ぶことにする。

タイプ② I正午前、 l正午をピークに次第に減少する傾向

グラフ 2の「アサガオ①②③Jrニガウリ②J

本研究E 葉の一定面積あたりの蒸散量

.ビワは|司同和の蒸散量があまり多くないc

(右卜凶)

「ヘチマ①J

.アサガオは天候に関係なく、他の植物と比べて同而積での蒸散量

が高めであるω

手fτ.... 

/ ¥. 
よ? 司弓τー

主主;ニ守ー主 L

一+
/' '-.争
・ ー， -_ 

-一--

※天候の差が示している通り、

の差が感じ取れるc よって、

があるc

面積による差が|晴れJの時が大きい。支た、種類によってもそ

一定由.積内による気孔数や気孔のλきさとの関係を調べる必要件ー

匿記:殺虫み忠弘宏史強態込設甥殺現ふ漫数以乏お思般建設三校又
本研究E 日なたのi温度が蒸散量へ与える影響

・温度が高くなるほど蒸散量は高くなる傾向にある。
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-ある温度を境に増加していた蒸散量が気温が高いににも関わら

ず減少している。

※理論的には気温が高ければ蒸散量も多いはずだが、そのような

グラフには必ずしもならなかった。気温による蒸散量の増加を

押さえる別の要因が存在したことが考えられる。

匡誼:隷2忍は懇黙裂娘一義ふゑ湯取込免
れる。

本研究W 気孔と蒸散量の関係

①種類による気孔の数が蒸散量に与える影響

.アサガオ、ニガウリ、ヘチマで、大差はなく、ピワだけが少ない。

※同而積の蒸散量で、ピヲの蒸散量があまり多くないことに関係

している左考えられる。

医孟司:£な恩恵想議意思又なええは以漢民
あるのは、気孔の数が関係している。

②種類による気孔の大きさが蒸散量に与える影響

.アサガオは、葉の大きさ(若さ)による気孔の大きさの違いはほとんどない0

・気孔の大きさは、全体的に1O~20μmの範囲に落ち着く。

※気孔の大きさが小さい二ガワリと大きいヘチマを比べると1.5倍以上の差がある。この 2種類で

考える左、気孔が同数であれば、気孔の大きさの差が蒸散量に反映される左予想される。また、

若いアサガオの葉でも、早い段階で気孔そのものが完成されていると考えられる。

匡蚕司:建設法以匁ほ及ぶ悲恋是ふん忠心強志匁民法辺捜卒誌と;

.:-.f'="宮古=

内 ト苧長仁:二 十二・以出|
I ~W .. /'  .p ./' .，;~w ~~é' ~W 
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層
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圃
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本研究V 葉の高さ(若さ)が蒸散量へ与える影響

葉の高さを変えて測定した蒸散量(アサガオ②)

・高さごとの蒸散量は、 4.5m付近で最も高くなっている 0

.O.5m "'2.0mくらいまでは、あまり差がない。

※植物は上に伸びるので、上にある葉のほうが若いと考え

られる。植物も人間のように、中くらいの年代が元気であることが分かつた。

匿記:表意是主立心意エ之ゑぶ去に表玄ゑふ足親鳴に設え窓毘設立弘与
本研究明 「蒸散の小休止」が発生する要因 ~モデル実験(水の;疑集力について)，..，

蒸散に必要と言われる水の凝集力の働きについて調べるため以下のモデル実験を行った。

1]]$1 :ガラス製の7.5cmで直径1.56皿の筒に、こょったティッシユを 1本通し、下から 5cm出す。

それを10本束ねて実験した。メスシ日ンダーに食紅液をlOmL入れ、ガラス管の下から 1cm 

を液につける。メスシリンダーの上部には、紙粘土でふたをした。また、ピヲの蒸散実験

時の条件に近づけるように、電灯で照らして気温を約30"Cに保った。 5分おきに全体量を

劃定し、その変化量を調べた。

・グラフより、全体の変化量が下降、

その後 1度上昇している。「蒸散の

小休止」に酷似している。

※これは、上部で急激な水分の蒸発が

起きた左き、水分を速やかに供給できないこ左を示している。
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L 熊8'ジュニ?科学賞j

衝突のダメージの測定

文徳中学校 3年西 村 泉 慧

1 研究の動機

ニュースなどで目にする悲惨な交通事故。被害の大きい事故ほど自動車のスピード超過が原因で

あることに疑問を抱き、物体の速度とそれが衝突によって与える対象物への影響を調べた。

2 研究の方法

(1) 準備するもの

衝突測定装置(物体が様々な速度で木片に衝突する装置を作製)、定規

(2) 実験

質量と大きさの異なる球を、それぞれ異なるスピードで木片に衝突させ、その移動距離を測定。

※衝突させる球は、大きさと質量の異なる 3種類を用意。

① 1番小さい球を衝突測定装置にセットし、さまざまなスピードで木片に衝突させ、その衝撃

を木片の移動距離と考えて測定した。

※球のスピードを測定することは困難なため、落下させる高さを正確に変えて、スピードの変

化左した。

※実験はそれぞれの条件で5回ずつ行い、その平均値を測定値とした。

② 2番目に大きい球、最も大きい球も①と同様にさまざまなスピードで木片に衝突させ、その

移動距離を木片の衝撃と考えて測定した。

③ 衝突させる球の質量・大きさ・スピードと、木片の移動匝離(衝撃)との関係性をグラフに表

した。

3 実験結果

(対球の高さ(スピード)と木片の移動距離

球の両さ (cm) 5 10 15 20 25 30 

球の重さ 6.0g 0.4 1.2 1.6 2.2 3.1 3.4 

木片の移動距離 (cm)
球の亘さ 16.5g 2.5 4.5 8.1 10.1 12.6 18.4 

球の重さ 17.5g 2.8 5.0 8.1 12.9 18.3 23.0 

球の重さ 21.0g 2.3 4.9 7.3 12.9 19.6 24.2 

球の高さ{スピード}と木片の移動距離
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(イ)球の質量と(ア)の近似曲線の傾き[木片の移動距離/球の高さ]

球の質量(g)

直線の傾き

球の質量と{ア}の近似曲線の傾き

0.7 

0.6 

ア 0.5

204 
似 0.3
線
の 0.2

傾 0.1
き 。

ー0.1

4 考察

6.0 16.5 17.5 

球の質量匂}

21.0 

球の速度と木片への衝撃(移動距離)が比例関係であることから、物体の速度が大きいほど衝突物

への衝撃も大きくなることが分かつた。

また、球の速度に対する木片への衝撃の割合[木片の移動距離/球の高さ]と球の質量も比例関係

になっているととから、物体の質量も衝突物への衝撃に大きく関わっているととが分かつた。

以上のことから、交通事故では大型でスピードを出している車両ほど、衝突時の被害が甚大にな

る可能性が高いことが分かつた。さらに、交通事故による被害を軽減するためには、法定速度を遵

守するなど、運転手の規範意識を今以上に向上させるとともに、現布の車両よりも 『軽くて丈夫な

素材の開発』がカギとなるのではないかと思った。
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優 賞j

紙の橋はどこまで強くなれるか

熊本市立東町巾学校 1年伊藤瑞輝

1 研究の目的

あるテレビ番組で、紙の橋をつくり何kgの重さに|耐えられるかを調べる実験を見て、三角形を採

り入れた構造だ、と少ない材料でより強い橋をつくることができると考え、確かめてみることにした。

テレピ番組同様にコピー用紙を丸めて棒をつくると、その形状がストローに似ていることから、よ

り軽くて柔らかいストローを使った場合と比較してみることにした。

2 研究の方法

(1) 実験1

箱椅子の聞を15cm空け、そこに紙の棒を渡す。巾央にブックをかけ、おもりをレジ袋に入れて

フック iこつるすc おもりの量を増やしていき、耐えきれずに橋が落ちた時の 1つ前のおもりの質

量を記録する。ストロー 1本も|可じようにして測定する。

(2) 実験1と|同じ手順で、紙の梓を 2本束ねたものとストロー2本を束ねたもので測定する。

(3) 実験1と同じ手順で、紙の梓7本でつくった三角形の橋《写真①》とストロー7本でつくった

三角形の橋で測定するつ

(4) 実験1と|剖じ手順で、紙の梓7ぶを束ねた橋とストロー7本を束ねた橋で測定する。

(5) 実験1と|司じ手順で、紙の障5本でつくった三角形の橋とストロー5本でつくった三角形の橋

で測定するc

(6) 実験1と|可じ手)1慎で、紙の梓5本を束ねた橋とストロー5本を束ねた橋で測定するの

3 研究の結果

本数 紙の梓 (g) ストロー (g)

実験 1 1み; 875.0 93.0 

支験2 2本 2450.0 1 69.0 

支験3 7本 4200.0 626.5 

実験4 7木 7850.0 745.0 

実験5 5木 4350.0 650.0 

実験6 5木 5850.0 500.0 

4 研究の考察 《写真②》 測定のようす

(1) 実験1より、紙の)jが強く、ストローとの捧は大きかった。

(2) 両)jとも 1本の時よりも強くなったが、紙の)jが2倍近く強くなったc

(3) 7本を使った」角形の橋だと両)jとも (2) よりも更に強くなったc

(1) 両)jとも 7本の -角形の橋よりも 7本を束ねただけの橋の)jが強かったo 角形の辺の長さを

半分に、 -角形の橋を束ねただけの橋に近づけるとより強くなるのではないかと考えた。

(5) ....:角形の辺の長さを半分にすると、使った紙の棒やストローの本数は5本に減ったのに、両)j

とも 7本の -角形の橋よりも強くなったc

(6) 紙の)jは5本の -角形の橋よりも 5本束ねただけの橋の)jが強かったが、その斧は7本の J角

形の橋と 7本束ねた橋の果よりも小さくなった。ストローの)jは、 5本の」角形の橋よりも 5本

束ねただけの橋の)jが弱かった。

以上のことから、本数が多いほど束ねた橋は強くなる ことc 紺み寸.て)n土よっては、少ない本

数でより強い橋をつくることができることが分かつた。
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優賞j

海辺に育つ植物

~海浜植物の特徴を調べる~

熊本市立下益城城南中学校 1年 水谷 千茶

1 研究の目的

小学校の時の自由研究で「山の植物と海の植物の違い」を調べ、興味があった植物の標本を作り

を行った。その時の研究では、海の植物の方が背が低く、葉が厚いと結論づけた。

今回、中学校の理科の授業で植物の形と分類を学習したことで、小学校の自由研究がもう少し科

学的に証明できないかを考えた。特に、葉脈の形左大きさについて比較、検討することにした。

2 研究の方法

(1)海の植物、特に砂浜に育つ海浜植物について、標本作りと、その特徴を調べる。海浜植物の特

徴を分かりやすくするため、下益城城南中学校校区において、小 ・中学校の校庭、商業施設の駐

車場や、白宅前の畑で同じ調査を行い、比較した。

(2) 7月から 8月にかけて熊本を中心に、6カ所の海岸で調査した。ただし、沖縄の海岸は、夏休み

に父が出張したので、植物採集を依頼した。

(3) それぞれの調査場所の植物のリストを作り、観察された植物の数、葉脈のタイプを基に、単子

葉植物と双子葉植物の割合を調べた。また、植物の形(ツル性かほふく枝を持つかなど)の違い

についても調べた。

(4) 茂串海岸と阿久根海岸の植物と、校区内の植物の比較では、葉脈(中肋)の太さを調べた。

特に、葉の大きさによって葉脈の太さに遣いがあると考え、{葉の太さ(皿)} --:-{葉の長さ(複

葉の時は小葉の長さ(凹)} X 100を求めた。これを葉脈の太指数左した。

3 研究の結果

(1) 調査は、海岸6カ所と、下益城城南中の校区内 6カ所を行った。海浜のうち湯の児は人工ピー

チで、他の 5カ所は天然の砂浜であった。

(2) 調査で観察した植物は、できるだけ押し葉標本にし、図鑑等で名前を調べた。

海浜のみで観察された植物は31種 (55%)、校区内のみで観察された植物は19種 (34%)両方で

観察された植物は6種 (11%)であった。

海浜で観察された植物の海岸あたりの平均は12.8種、校区内の平均は11.3種であった。また、

天然の砂浜(湯の児人工ピーチを除く海浜) 5カ所の平均は14.8種で、校区内の平均より高かっ

た。

(3) 葉脈のタイプを基に調べた単子葉植物と、双子葉植物の割合は、海浜で81.1%、校区内で68%

が双子葉植物であり、海浜の双子葉植物の害1)合が明らかに高かった。

ツノレ性の植物止、ほふく枝を持つ植物の割合で‘は、海浜の植物で41.9祐、校区内の植物で52%あ

り、どちらの調査でもほぼ半数がツノレ性やほふく枝を持つ植物で、あった。

(4) 海浜の植物10種と、校区内の植物 9種の葉の大きさを比べた結果、葉の長さや幅には特徴的な

違いは見られなかった。

しかし中肋の太さでは、海浜の植物で1.3皿、校区内の植物で0.9凹と、海浜の植物の方がやや

太いように思われた。そこで、葉の大きさによる太さの違いへの影響を除くため、中肋の指数を

使って比べてみると、海浜の植物では2.3、校区内の植物では1.2となり 、海浜の植物の方が指数

が大きいことが分かつた。
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水田の泥水にいる微生物の観察

賞J優

蒼

研究の目的

向宅近くの水同から泥を採取し、 1週間でどのような微生物が観察できるか調べた。夏の暑い時

と秋になってからとでは、泥の中にいる微年.物に変化があるのかを確かめてみることにしたc

西林城奈高永1年熊本市立鹿南中学校

準備する物

水同の泥水、水槽、カルキぬきの水、顕微鋭、

2 

スライドガラス、カバーガラス

研究の方法

(l) 水凶の泥を5g (スプーン l杯)採取する" (採取場所:熊本市北区植木町)

(2) 泥を水槽に入れカルキ抜きの水 1Lで泥水にし、室内の明るい場所で 1週間継続観察した。

(3) 実験期間A (R 月 16 日 ~22 日 平均気温29"C)と実験期間R (10月 12 日 ~18 日 平均気温20"C)
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考察

今回の観察を過して、水阿には何種類もの生物が生息 していることが分かつたc 特に夏の水同は

水温が高かったため大引生物が生息できたと考えられるc 秋の水同は水温が低く微生物はあまりい

なかったが、車内で観察を始めると、宅内はーどして高い氷温なので微牛ー物が用えた。このことか

ら夏は、大型小物に捕食されるが宣言内では捕食小物がし、ないため微小物は噌加できたと考えられるG

。。
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優 賞j

静電気の正体にせまる

芦北町立佐敷中学校 1午・漬田 健照

1 研究の動機

ものに触れたとき lパチッ」となることがある。それが静電気であることは知っていたが、いつ

も使っている電気とは何が違うのか調べてみたいと思った。また、「静電気ふりこJという_};"法で

静電気の強さや大きさなどの特徴を調べてみようと思ったc

2 研究の方法

(1) 実験装置と帯電方法

① 発泡スチロール板。)rJこ、組，IJ而を 2カ所サンドベーパーで、磨

いたアルミIIiを置く。

② 丸めたアルミ箔をアルミ缶のよからつるし、ふりこにする。

③ アルミ箔を帯状にたたみ、片)Jのアルミ缶と床をつなぐ。

④ 埠イヒピニルパイプをテイツ、ンュでこすり、アルミ缶に近づけて帯電させるc

(2) 対照実験

① 塩化ピニルパイプをこする凶数を変える。(l00l!:!]、 75凶、 150凶、 200l!:!])

② アノレミ缶の大きさを変える (280mL、135mL、350mL、500mL)

③ 品;電させるものを変えるc (アルミ師、スチーノレ析、ペッ トボトノレ、ガラス)

④ ふりこの材質を変える。(アノレミ街、鉄、紙、サランラップ)

3 研究結果・考察
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ベットボトノレやガラスは帯電させにくい〈 紙やラップはあまり影響を受けないn

4 まとめ・感想

・物質をとする回数が多いほど発生する静電気の量が増える。

-静電気を帯電しやすい物質や、影響を受けやすい物質があることが分かったし

-今後、静電気と電気の似ているところや違うところについて研究していきたいc
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磁石とアルミの聞の謎

賞J優

堅喜

研究の目的

磁石をアルミ箔の斜面上ですべらせたときに滑り落ちていく速さが遅くなることに気づいたc

この磁布とアルミの不思議な関係は、どんなときに起こるのか、実験して調べた。

瀬戸1午人吉市立第二中学校

そ

こで、

研究の方法

(1) 斜面の判官、磁石の強さ、斜面の角度を変える。

(2) まさつの力を少なくして力の受け方を調べる。

(3) ネオジム儲石がアルミ箔のよをすべり落ちるときの回転を調べる。

(4) アノレミの厚さを変えたときの動きを調べる。

(5) 雌右の代わりに、 10円王などの硬貨をすべらせてみるc

(6) 逆に、マグネットシートの上にアルミ (1円一日をすべらせてみる。

(7) アノレミの斜而を卜る運動をした場合i士、逆に速くなるか調べる。

2 

研究の結果と考察

・次の場合に、磁石の動きが遅くなることが分かつた。

まさつを小さくしたとき(表而をなめらかにするの斜丙は35
0

のとき)

イ 強い磁イサを使ったとき(ブェライ ト磁行を2枚重ねる。ネオジム磁布.を使用する。)

ウ アノレミの厚さを厚くしたとき(アルミ摘を2枚重ねるのアルミ松を厚くする") 

-ネオジム磁石がすべり落ちるときのInl転に規則性があるc

-温度が低い状態のときにこの現象をよくみることができる。

・マグネットシートの上に 1円T.をすべらせても同じように落ちる速さが遅くなるc

-台車を使った実験では台車上で磁石が回転できないため、速さが測定できなかった3
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4 研究のまとめと感想

(1)雌石とアノレミのどちらかが動くことでほかのんが生れるのではないかと考えられる。水に浮か

ベたアルミ佑がネオジム磁者を近づけるとい|転することからも、アルミと磁ネ干の聞には、謎があ

本

る。

(2) もし、アルミ箔が電磁七のようになるのだとしたら、電気が流れているのかどうかを調べる装

置を組み立てて調べてみたいc 今後はさらに実験を考えて謎を解き明かしてみたい3



優 賞j

紙おむつで作る簡単保冷剤

熊本市立託麻巾学校 2年浅野花菜

1 研究の目的

夏の暑い日に、母が「保冷舟|が足りないJと言っていたのを聞いて、水と保冷剤|の違いを調べる

ことにしたc 保冷剤はゼリー状だが、イ~Iか理由があるのか疑|品jに思った。保冷剤の製造メーカーの

ホームページを見ると、内容物は水と高吸水ttポリマーと再:い、てあったので、手作りしてみた3 また、

食指水で士ー験すると遣う結果になるかもしれないと思い、試してみることにした。

2 研究の方法

(1) 紙おむつから高吸水性ポリマーを取り同し、水を加え、保冷剤

を作るc

(2) 水、食嘩水、保冷斉IJ(市販)、手作り保冷剤を冷凍庫に入れ凍

らせ、時間ごとに観察、制度を測るc <実験1)

(3) 凍った水、食塩水、保冷剤、手作り保冷斉IJを窒淵において、溶

ける様チを観察し、温度を測る。~実験 2)
図1 高吸水性ポリマー

に水を加え疋ところ

3 研究の結果

(1) 実験 1 (煉る様了ーと温度)

険¥ 水 食1京水 1畢冷車:IJ T"'剤り
供冷。 28 28 28 28 

13 12 8 11 LQ 

30 。 6 3 
4;; 日目 4 " 品。 2 2 
'l() 2 2 
I;;() () -().5 () 

270 。 。-0.5 。
ぷ 1 (凍るときの淑度変イり単f泣:'t・

(2) 実験2 (溶ける様子と制度)

~ ノK 食塩水 保冷却| 保手加冷芦りj 

。 。 。 -1 。
lる 。 。
30 1 

4五 1.5 

60 0.8 1.1 

90 3.5 1.5 2 2 
I;;() 14.5 19 9 見

21() 24 21 22 21 

27() 27 2H 25 25 

表 2 (がけるときの淵!主張老化)市位:'c 

4 研究の考察

-冷やし始めて60分間は、保冷剤は水に比べてゆっくり冷えて

いるし、食塩水は水に比べて速く冷えているn

-その後はそれぞれ違いが見られないれ

・手触りとしては270分後の時点で、ほとんど同じ出度なのに、

水と保冷剤は|古|く凍っていたが、食塩水は完全に凍っていな

かった。

-者温に世いて.15分後、それぞれの温度はほとんど変わらない

のに、保冷剤と手作り保冷剤は半分くらい凍ってプヨプヨし

ていて、水は溶けた水の中に 1つの氷の塊があった。食塙水

はほぼ液状でその中にかき氷状の氷片が全体に混じっていたc

ぺ50分後、手作り保冷剤以外は完全に都けてしまったc

• 210分くらいまでは、保冷剤の方が水より低い温度を保って

いたじ

(1) 水に比べ、保冷剤は冷えにくく、温まりにくいことが分かつたω

(2) ぷに比べ、食塩ノkは冷えやすく、温まりやすいことが分かつた。

(~) 子作り保冷剤は、市販のものより、速く冷え、ゆっくり温まったことから、子作りでも l分保

冷剤として使うことができる。

以上のことから、「何かた保冷するJという目的のためには、水や食塙水よりも保冷刑の)jが適

しているといえるc



優賞j

pHと植物生育の関係

山鹿市立鹿北中学校 2年一法師 達也

1 研究の動機

僕は小さい頃から祖父母と一緒に竹林に行ったり茶摘みをしたり栗拾いをしていた。そんな中で

作物の成長と共に、与える肥料を変えたり、作物に合わせて土を酸性やアノレカ U性に近づける工夫

が必要なことを知った。そこで、植物と士の酸性・アルカリ性には様々な関係があるのではないか

と疑問に思い、調べてみることにした。

2 研究の構想

研究 l 土壌分析 研究 2 pHと植物牛宇育の関係

【実験】コホ目分布調査 保水率 【実験1p Hの違いによる植物牛ー育調査
pH測定電導度測定 pH測定・電導度測定 窒素・リン・カリウム含有量調査

[分析】土壌の総合分析 I分析1p Hと電導度の関係
pHと保水率の関係 pH・電導度 'N・p ・Kの関係

pHと電導度の関係 pH・電導度 'N・p ・K'植物生育の関係

3 研究の方法

(1) 研究 1では、白宅周辺の 7種類の土(広葉樹・栗・杉・果樹・竹林・水田・茶畑)を使って

「研究の構想」の内蒋で実験を行い、相関関係を調べた。

(2) 研究 2では、研究 1で一番pHが低かった広葉樹の土と一番高かった茶畑の土を使い、土に硫

黄左水酸化カルシウムを混ぜてpHを調整し、植物の生育を調べた。

4 研究の結果と分析(研究2より)

pH5.0~7.。

pH 5.16 5.22 5.62 5.96 

植物牛育 2.0 7.7 5.8 。
電導度 34 2 19 30 

カリウム 75 5 25 25 

リン 10 10 10 10 

5 研究の考察

6.42 

7.0 

8 

5 

10 

pH7.0~8.2 

6.60 7.08 7.12 7.46 7.60 8.10 8.10 

6.0 0.5 9.2 2.1 6.9 。4.0 

22 42 10 20 10 32 12 

25 25 75 10 75 5 75 

10 10 10 25 25 50 25 

(1) pH2.5~1.3では電導度が高くても、他の要素との関連は見られず、植物生育も悪かった。

8.18 

4.1 

18 

10 

25 

(2) pH5 .2~7.0では、植物生育が高くなると電導度が低くなりカ日ウムの量も低くなったことから、

このpHの間では、植物は成長する中でカリウムを吸収している左推測される。

(3) pH7.0"-'8.2では植物牛ー育が高くなると電導度は低くなるが、カリウムの量が高くなっており、

それまでほとんどの値を示していなかったリンの量が電導度と同じ動きをしていた。よって、こ

のpHの間で、l士、植物は生育するときにカリウムではなく、リンを吸収しているのではないかと推

測される。

(4) pH の数値によって、吸収される栄養素が変わってくるのは、土壌のp日を高めるために士に混

ぜた水酸化カノレシウムのカルシワム成分が関係しており、カルシウムの量が増えるととによって、

植物によるカリウムの吸収が悪くなることが考えられる。



優賞j

充電式電池と水電池の研究

菊池市立j四水中学校 2年迫田 真理子

1 研究の目的

昨年はどんな電池が長持ちするか研究した。今年は節電でブームになっている充電式電池と水電

池がどの位長持ちするか調べて見たいと思い、研究に取り組んだ。

2 研究方法と結果及び考察

(1) 実験1 新品左中古の充電式電池の電圧

新品と中古の充電式電池を使って、充電回数による長持ちの比較実験(豆電球の点灯時間)を

行った。その結果、新品の充電式電池では 1回目より 2・3・4回目、中古では 1回目が長持ち

することが分かつた。

(2) 実験2 新品と中古の充電式電池の充電完了時間

新品と中古の充電式電池を使って、充電時閣に差があるか比較実験(温度変化)を行った。そ

の結果、新品の充電式電池も中古も充電時間にはほとんど差がないととが分かつた。

(3) 実験3 新品左中古の充電式電池の持ち時間

新品と中古の充電式電池を使って、長持ちの比較実験(豆電球の点灯時間)を行った。その結

果、新品の充電式電池の方が中古より長持ちすることが分かつた。

(4) 実験4 太陽光電池と天気による充電量

太陽光電池を使って、天気によって充電式電池の充電量の比較実験(モータ一回転時間)を行っ

た。その結果、雨の時に充電した電池は、晴れやくもりの時左比べて充電量がかなり少ないこ左

が分かつた。

(5) 実験5 水電池と液体の種類と持ち時間

では、水電池を使って、中に入れる液体の種類(7種類)による長持ちの比較実験(懐中電灯

の点灯時間)を行った。その結果、水に何も入れない場合が最も長持ちすることが分かつた。

(6) 実験6 気温左水電池の持ち時閣

では、低温 (7
0C)状態で水電池を使用した時の長持ちの比較実験(懐中電灯の点灯時間)を

行った。その結果、常温と比べて低温で使用した場合、水電池ははるかに長持ちしないことが分

かった。

3 研究のまとめ

とれらの実験結果から、充電式電池や水電池は使用条件によって持ち時聞が大きく異なるととが

分かり、面白かった。現在、充電式電池や水電池なr環境のこ左を考える面白い電池が多くあり、

とても興味深い。だから、今後もいろいろな電池を使って、持ち時間などの条件を変えながら調べ

てみたいと思う。



優賞j

身近な微生物細菌の利用に関する研究

西原村立西原中学校科学クラブ 2年 藤森真奈

宮崎桃香

1 研究の目的

私たち西原中科学クラブは、 地域の牛乳を使った特産ヨーグルトづくりを課題として取り組ん

だ。この研究では、その元になる乳酸菌の採取方法とヨーグ、ルト化能力の調査を目的として研究し

た。

2 研究の方法

実験①乳酸菌は容易lこ採取できるか 実験②乳酸菌の採取と培養

乳酸菌を集める方法を探るために、校内の植木の 牛乳をヨーグルト化させる菌を集め、

下を中心に4カ所に牛乳を入れた容器を設置した。 できた菌の液d性を酸性度、におい、味、

実験③乳酸菌の耐熱実験 ヨーグ、ルト化能力を確かめた。

市販のヨーグノレトと比較して耐熱実験をした。

実験④ 乳酸菌の耐薬品実験

菌の、エチルアノレコール、次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)に対する耐性を調べた。

3 研究の結果

① 乳酸菌は容易!こ採取できる ② 多くのものから乳酸薗ガ採取でき定

実験①の結果、容器を設置した4カ所の牛乳の

うち、 3カ所の牛乳がヨーグ、ルト化した。

乳酸菌が採取できたものにOをつけた。

③ 採取しだ乳酸菌は熱!こ強かつだ

熱に耐えたものにO印をつけた。

使ったヨーグ、ルト及び菌 5分 10分 15分

A)学校で採取した菌 。。 × 

B)採取菌ヨーグ、ルト 。。 × 

c)市販ヨーグノレト 1 × × × 

D) 市販ヨーグ、ルト 2 × × × 

④探取し定乳酸菌は耐薬品力がある?

エチノレアルコーノレを入れた菌は、 どの菌もヨー

グルト化能力がなくなっていたが、次亜塩素酸ナ

トリウムに対しては、学校で採取した菌は、耐性

を持っていた。引き続き研究をして確かめたい。

4 研究の考察(まとめ)

材料 液性 味

ブランクテスト 酸 甘い × 

A)高菜漬け " 酸味 。
B)米ぬか " 酸味 。
c)赤土漬け " 甘い 。
D)野草の葉 " 甘い 。
E)梅砂糖漬け 11 甘い 。
F) 玄米(西原産) " 酸味 。
G)サルピアの花 " 甘い × 

H)パラの花 " 甘い × 

I)キュウリ漬け 11 甘い × 

J)干し草 11 甘い × 

この研究では身近な所からヨーグノレトを作る乳酸菌を集める ことができるかを調べる ことから実

験を始めたが、その結果、次のことが分かつた。

① 乳酸菌は身近なところで採取できる。簡単には米ぬかや阿蘇高菜漬け等の酸味のある食品から

取るのが良い。

② 市販の乳酸菌にはない特徴として、身近な所から採取した乳酸菌には熱に強いもや薬品に強い

ものがある。
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優 賞j

ベンハムのコマについて

芦北町立田浦巾学校 2年高上和輝・高野涼太郎

岡田尚大・吉野彰馬

1 研究の目的

昨年の自由研究では、「よく回るコマJについて研究を行ったn 今年は、コマの回転と色の関係

について調べる土とにしたとアろ、|ベンハムのコマJについての資料を見つけたので、自分たち

で作ったコマでも実際に忠と向の2色だけで色が見えるのか調べることにした。

2 研究の方法

(1) 黒の抽性マジックで模様を摘さ、どんな模様で色が見えるのか調べた。また、 黒と自の割合を

1/2・1/4・1/8・1/16と変えて、色の見え)jに鋭化が見られるかを調べた。

(2) 顔料により変化があるかどうか調べたじ

(3) 光沢による鋭化を調べるため、コマの表面にセロファンを張った。

(1) 蛍光灯や太陽光、 LEDライトなど、光の種類を変えて調べた。

(5) カメラで記録できるか調べた。

(6) 手回しだけではなく、モ}ターを使い、回転速度による変化を調べた3 回転速度を変える)j法

として、①モーターに甫接コマをつける、②3速クランクギアボックスを使う、③4速クランク

ギアボックスを使う、などして 3段階の速度で行った。

3 研究の結果

(1) 蛍光灯の下で回したところ、どのコマにも育・結・黄色・うすい赤色などを虹のように観察で

きた3 模様の拙き)jでは、回したときに黒と山が交弄するもの(写真 1)は色が見えるが、回し

たときにJ'n-と向が交差しない、七の(写真2) は色を見ることができなかったG

(2) 顔料による鋭化は見られなかったc

(3) セロファンを張っていないコマよりも色はハッキリしたが、色の種類自体は変化しなかった。

(4) 蛍光灯以外の光では色を比ることができなかったの

(5) カメラでの記録は困難だったが、色が出ているものを撮影する土とができた。

(6) 3段階のスピードのうち、②の3速クランクギアボックスを使ったものだけ色が見えた。

写真1 写真2

4 研究の考察(まとめ)

(1 ) コマを阿す場所の明るさや、先の種類によって、色が見えたり見えなかったりすることが分かつ

たの

(2) 山と黒の割合そのものや、顔料の種類による大きな違いは見られなかったが、回転させたとき

に模様が受差しない円の棋様は、色を見ることができないことが分かったG

(3) コマの回転速度が、色の比え方に大きく影響することが分かった。

(1) 見る人により、色の見え方に微妙な違いがあることが分かったc 支た、カメラのレンズを通す

時と直;視した時では、色の見え方に違いがあることが分かつた。



優賞j

水中から飛び出す物体の研究

水俣市立水俣第二中学校 2年松川 絢信

1 研究の目的

うきのように水に浮く物体の水面から飛び出す高さは形や深さに関係しているのか、また、高く

飛ぶための形はどのような形が理想的なのかについて調べてみようと思った。

2 研究の方法

(1) 球の大きさ左深さの違いによって飛び出す高さの違いはあるのか?

(2) 形と深さの違いによって飛び出す高さの違いはあるのか?

(3) (1)・ (2)の結果から円錐や立方体も丸みを帯びれば高く飛ぶのではないか?

(4) (1)"-'(3)の結果からどのような形のものが高く飛ぶのか?

3 研究の結果

(1) 球の大きさと深さの違いによる高さの違い (2) 形と深さの違いによる高さの違い

耳慣の~きさの違いによる飛び上がる寓さ 形と深さの遣いによる飛ぴょがる高さ
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(3) 丸みを帯びたものが高く飛ぶのか? (4) どのような形のものが高く飛ぶのか?

門鑑や立方体も丸みを暢びれば高〈飛ぶのか?
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4 研究の考察(まとめ)

(1) 研究 1から、球は大きいものほr高く飛び、 一定の深さまでは深くなるほr高く飛ぶが、ある

深さ以上はだんだん低くなった。高さの減少のグラフの傾きが平行に近くなっており、そのグラ

フを伸ばしていくと直径の約4倍の深さのところで高さがocmになる。

(2) 研究2から、球が高く飛び、円錐には水の抵抗が影響してほとんど飛ばなかった。

(3) 研究 3から、丸みのある円錐を逆さまにしたものが大きく飛び出したことから上而が下雨より

も大きく丸みのあるものが飛びやすいと思われる。

(4) 研究4ではいろいろな形を作って飛び出す高さを調べてみたが、予想通り 、上部が丸みがあっ

て、下部が円錐形に近いもの (H) が最大で、あった。



優 賞j

地盤の違いで蒸発の量はどう変化するのか

人台市立第巾学校 2年光永大震

1 研究の動機

今年6月、九州北部豪雨が発小ーし、阿緑地方など甚大な被宵fが小.じたD ニュースで見たその様子

はとても衝撃的だった。家屋は十:砂によって倒壊し、農作物も氾濫した水に飲み込まれていたc 映

像を見て、僕は水害の恐ろしさを知ったc 人吉球府でも閉じ時期に大雨が降り続いていたが、 jし州

北部では、支にそれを上回る局地的な大雨が降り、 それが河川の氾濫につながったのだと忠弘僕

はこれをきっかけに、大地と雨には、どんな関係があるのか調べてみようと思った。

2 研究方法

(1) 水を置く場所によって蒸発の量は変化するのかーポリエチレンテフタラート容器4つに水を100

ccずつ入れ、それぞれ、アスブアルト、砂地、コンクリー卜、花壇のよの上に置し午前10時~

午後6時まで2時間ごとに残った水の量を測り、蒸発の進み方を調べるc

(2) 表而積によって蒸発の量は変化するのか…計算で求めた56.25cm2の科器とさらにその 2倍、 3

倍、 4倍の表而積の容器に水を100ccずつ入れ、同じ場所で午前10時~午後 6時まで2時間ごと

に残った水の比を測り、恭発の進み方を調べる。

(3) 色によって蒸発の昆は変化するのか…閉じ大きさで、透明、赤、育、

黒、銀の5つの容器に水宏100<.;じずつ人れ、 同じ場所で午前10時~午後

6時まで2時間ごとに残った水の量を測り、蒸蒸発の進み)jを調べるc

(4) 地盤によって蒸発の量は鋭化するのか…砂地、砂利、畑の土、コンク

リート板を入れた群保、ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼

の容認、計7つの容掠に水を100ccずつ入れ、|可じ場所で午前10時~午

後6時まで2時間ごとに重さを量り、蒸発の進み方を調べる。

3 研究の結果

(1)の結果…砂や土などの自然の場所に比べ、アスフアノレ卜、コンクリー

トなどの人ム的な場所の方が圧倒的に蒸発しやすかった。正午前から午後 2時の間にかけて蒸発

が急激に進んだc

(2)の結果一・表由積が大きい容器ほど恭発の足も多かった。表耐積と恭発土止は比例の関係にある 3

(3)の結果…黒い容器が最も蒸発の量が多かったc 次いで光を反射する銀色の容器が多かった3

(4)の結果…人工的な地盤の)jが蒸発の進み)jが早い3 砂地や土の場合、もともとそこに含まれてい

た水分の蒸発も比られた。正午前から午後2時の聞にかけて蒸発が急激に進んだのやはり、 9月

より 8月の方が蒸発量が多かったc

4 考察とまとめ

まず、水を置く場所を変えた実験では、アスフアノレ卜やコンクリー トなどの人ム的な地盤に水を

世いた方が恭発の比は多かったが、地盤に直抜本を入れた実験では、逆に砂地や十二砂利などの地

盤の方が蒸発のt誌が多かった。この結果から言えることは、アスフアルト、コンクリートなどの人

工的な地盤は、口光を受けると表面が強く加熱され、口!思量が多い午前10時から午後 2時の間、一

時的に水を蒸発させやすくする性質があり、また、向然にあるものを再現した地盤は、日光を受け

ると熱きそ吸収し、内部に熱争ためる性質があるということであるc 今後、体積、湿度、風通し、季

節などの条件にも着円し、降水量との関連性について追究したいと思う c
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優 主J
自作地デジアンテナの性能を決める条件は?

キ北町立捨;北巾学校 2年 野口

研究の目的

簡単な地デジテレビ用アンテナを自作し、アンテナの性能を決める条件について調べるの

研究の方法

今凶の研究に用いたアンテナは、図 1のような是也基本的な構造のダイ

ポールアンテナであるうこのアンテナをテレビに接続し、信号の強さは、

テレYの設定画面で表示される伝日強度の数値で調べた。

<方法1>アンテナの長さと信号の強さとの関係、

アンテナの長さをo"'-'30cmまで袋えて、受信できる信号ーの強さを比較したc

<方法2>アンテナの|白jきと信場の強さとの関係

n 

図、

テレビ電波の送信アンテナに対する向きを90=(正而)

の時の受信できる信号の強さを比較した。

"-'00 (真横)に変えて、それぞれの角度

<方法~>アンテナ後方に反射板を禅いたときの信号の強さ

アンテナ後方に、金属製の反身、|板(プラスチック板にアルミホイルを貼ったもの)を置いたとこ

ろ信号が強くなったので、アンテナから反射板までの距離を変えて、受信できる信号の強さがど

のように変化するか調べた。

<方法4>八木アンテナにした場合の信号の強さ

市販されている多くのアンテナは、ダイポールアンテナの前後に、少し長さのちがう金属俸を並

べた八木アンテナである。そこで試作したアンテナの前)jや後)jに、少し長さを変えた令属棒を

平行に世くと、市販されているアンテナに近づくと考え、前方に I木世いた場合と、後方に i木

置いた場合で、金属俸までの距離と受信できる信号の強さの関係を調べたc

研究の結果

<方法1>
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いた場合は、信号が強くならなかったの

4 研究の考察

O身近な材料で、簡単に地デジテレビ用のアンテナを製作でき、テレビを視聴することができた。

0反射板を置くと、信号-を強く受信できたが、反射板までの距離が変化したとき、周期的に受信で

きる倍。の強さが変化する現由はうまく説明できなかった。
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優 賞j

究極のエコ電源

九州学院巾学校 2年 坂 本 一 輝 ・ 吉 田 拓 己

1 研究の目的

長近話題になっている燃料電池や太陽光発電を簡単に利用できないかと考え、太陽エネルギーを

自作の燃料電池に蓄え、そのエネルギ」、を効率よく利用できる究輔のヱコ電源づくりを試みた。

2 研究の方法

(1) 燃料電池製作。水溶液や電柑の種類全変え、電池の性能(得られる電流と電圧の値)を調べるG

ア 食塩水・水酸化ナトリウム水溶液・硫酸ナトリウム水溶液・塩化アンモニウム水溶液を使い

電気分解を行い水系ーを発生させ、燃料電池の性能を調べる。

イ 電極に使う鉛筆の芯を4種類 (H'B・2B・4B)使い電気分解を行い、

燃料電池の性能を調べる。

ウ 電極の鉛筆の芯のみ;数を変え電気分解を行い、燃料電池の性能を調べるの

エ 祈性炭や備長炭を使い電気分解を行い、燃料電池の性能を調べるc

オ 電極にt号性炭や備長炭を使い電気分解を行い、その燃料電池でプロペラモー

ターの回転時間を調べる。

(2) ソーラーパネルの最適使用条件を調べるの

ア ソーラーパネノレと光の角度を30C
・45。・ 600

と変えて得られる'竜流および電圧を調べるの

イ 作成した燃料電池とソーラーパネノレを使って、プロペラモーターが回転する時間を調べる。

3 研究の結果

(1) ア 水酸化ナトリウム水前液と硫酸ナ トリワム水都液がよい結果が得られた。

イ 電流と電圧の値は4B>2B>HB>Hの順で両くなる傾InJになったt

ウ 鉛筆の芯のみ;数が多いほど、電池の性能は良くなったの

エ 備長炭を電極に使ったときの電圧・電流の変化(硫酸ナトリウム水前液)

電気分解後の時間 I 1分後 I 2分後 I 3分後 I 4分後

電圧 (v) I 2.10 I 2.01 I 1.95 I 1.89 

電気分解後の時間 I 10秒後 I 20秒後 I 30秒後 I 40秒後

5分後

1. 71 

50秒後

電流 (mA) I 450 I 390 I 350 I 305 I 280 

オ備長炭を電極に使った場合、 30分以上プロペラが回転し続けたc

。)ア 角度の君主化では、電圧と電流に大きな君主化はなかった。

イ ライトの光を長時間当てるほど長くプロペラを回転させることができた。また、太陽光に

10分あて燃料電池にプロペラモーターをつないだところ、'11分回転させることができた。

4 研究の考察

(1) ア 2種類の水溶液で良い結果が得られたのは、他の 2っと比べ、水素だけでなく階素が発生

したためと考えられる。

イ 鉛筆のど、で違いが同たのは、，E、の材質や表面の形に違いがあるためと考えられる。

ウ 電池の性能は、電極の表面積に比例すると考えられる。

エ 活仲炭では大きな違いはなかったが、備長炭の電極では、電池の性能が改善された。これ

は、備長炭の表面だけでなく内側の隙聞など備長炭全体で反応したためと25・えられる。

(2) ア 使用したパネルが光で、発生させることができる電流と電圧に限界があると考えられる。

イ 今阿作成したエコ電源、は長時間使用でき、実際に実用 ~I能と考えられる。
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優賞j

ダンボールコンポストの秘密

熊本市立植木北中学校 3年 森 山 華蓮

1 研究の目的

(1) 市販のダンボーノレコンポストを実際に家庭で使い、その性能を確かめる口

(2) なぜ容器がタ守ンボールなのか、他の素材も使って比較してみる。

(3) 市販の土にどんな秘密があるのか調べてみる。

2 研究の方法

(1) 市販のダ、ンボーノレコンポストに、家庭で州る生ゴミを入れ調べる。

①生ゴミの内容、②全体の質量の変化、③コンポスト内の温度と気温3

(2) 存器の素材を、①プラスチック、②布、③メッシュ素材、④ダンボールで、

牛ごみを入れ、全体の質量の変化、蒋器内のI且J主と気瓶、気づきを記録するc

(3) 土を調べる。①寒天培地を使い、デンプンを分解するはたらきを使い、微牛一物の存有を確認す

る。@ベッ トボ トルを使い微牛宇物がデ、ンプンを分解するはたらきを調べるc

3 研究の結果

(1) ダンボールコンポストの性能

①生ゴミ投入と温度変化と気温、質量の関係 ②生ゴミ投入後1日間の質量と温度変化の関係
金ゴミ量λel且111"，.包e.温

kな'
通 . 
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"‘会
Jl進

L一(2) 蒋器の種績による、温度変化と質量の変化
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(3) 土の秘需

① :寒天培地中のデンプンは沸騰水では、分

解されず、ヨウ素液の反応で青紫であったc

② ベットボ トノレ中のデンプンは、焼いた土

では、分解されず、ヨウ素械の反応で青紫

であった。

4 研究の考察

(1)①(ア) 700 g程度なら 4S， 200 g程度なら 3日ぐらいで完令に分解されるc

何) 牛.ゴミ投入後、全体では減少になった。発熱によって水が蒸発したと考えられる。

(引温度変化と質量変化には関連性があり 、分解の際温度上昇左質量の減少がみられる。

②ケ) 生ゴミ投入後2"-'3時間後には温度上昇が顕著になり、 l日で7割以上が分解されたc

(イ) 1時間ごとの温度変化と質量鋭化の関係でも、温度変化と分解の関連性が見られる。

(2) 同容器は密閉していない乾燥状態になり、分解が停止する。完全に密閉してしまうと、

カピが発牛ーしたり、異臭がするようになるu ほどよい通気性が必些なようだじ

(イ)容積が大きいほうが外部の環境の影響を受けにくいため、微牛.物の活動が安定する。

(3) 土の巾の微生物がデンプンを分解し、 二酸化炭素が発生した。

(4) とれらの観察の中で、生ゴミが堆肥化されるとき、水も発生していることが分かつた。
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優賞j

宇土半島の地質と古環境・その 3

宇士市立鶴城中学校 3年 小夏広大

1 研究の目的

私たちが住んでいる宇土半島の地質はどのようになっており 、いつの時代に、どのようにして形

成されたのか、またそのメカニズ、ムや古環境についても調査する。

2 研究の方法

海岸 ・崖 ・山の沢なE露頭がある場所を観察する。観察地点の位置を地図で確かめ、現れている

露頭をスケッチ、または写真を撮る。化石が見つかったらていねいに掘り出し、化石の種の判別が

できるものは判別をする。すべての露頭で柱状図をつくり 、さらに柱状図をもとに地質図をつくる。

また全域で観察した内容をまとめる。断層や摺曲など特徴ある地形が見られたら、どのようにして

形成されたかを実験してみる。また、化石や岩石等から古環境を推定する。

3 研究の結果

(1) 宇土半島では姫浦層群左赤崎層左白岳砂岩層左教良木層が見られ、赤崎層は姫浦層群を不整合

に覆っている。赤崎層と白岳砂岩層、白岳砂岩層と教良木層は整合関係である。その他に凝灰角

磯岩と安山岩の溶岩ドームが分布している。調査地域の東部は黒色の角関石を含む角閃石安山岩

で溶耕 ドームを形成し、板状節理が観察される。

(2) 姫浦層群は砂岩泥岩苛層を主としている。赤崎層は塊状の泥岩や砂岩を主としている。白岳砂

岩層は塊状砂岩を主左し、砂岩の粒の大きさは粗粒である。教良木層は泥岩を主左し、所々に砂

岩を挟んでいる。

(3) 姫浦層群と白岳砂岩層では県穴、二枚貝 CCorbicula)、巻貝 CTurritella)、木片の化石が産出す

る。

(4) 地質構造として断層や摺曲(向斜)やスランプ摺曲が見られる。

(5) 宇城市三角町西部(三角岳)の安山岩には板状節理が観察される。

4 研究の考察

地質図および、断面図から、宇土半島の地層は次のアからオのようにして形成されたと考えられ

る。

(1) 宇土半島は中生代の時代には海底にあった。海底に姫浦層群のもとになる堆積物が堆積した。

主に砂や泥である。

(2) 海底に堆積した地層が陸上に隆起する。このとき海底地滑りによって姫浦層群に見られるスラ

ンプ摺曲ができあがった。陸上に現れた部分は流水のはたらきにより侵食された。とのとき不整

合面ができあがる。侵食された部分はれきとして残る。 このれきが赤崎層の最下部を形成するれ

き耕となる。

(3) 再び、大地は沈降し海底に沈む。その後、赤崎層や白岳砂岩層や教良木層のもとになる泥や砂

が堆積する。

(4) 再び、とれらの地層が地殻変動により、傾きながら隆起し、陸上に現れた。

(5) 火山活動により 、溶岩 ドームや火砕流により凝灰角磯岩が堆積した。
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天草御所浦ジオパークの地層を追跡して

宇城市立三角中学校 3年 田尻 泉・戸高里々花

1 研究の目的

モ角に比較的近い位置にある天草御所浦地域が日本ジオパークに認定されている。本校で今年度

から推進している I三角中全校博物館構想」で設置した化石に関心を持った私たちは、次の目的で

御所浦から三角聞をフィーノレドワークし、地層や化石の追跡調査を行った。

(1) 御所浦島から三角町にかけて見られる地層(姫浦層群)を追跡し空間的なつながりや、堆積後

に地層に加わった力を類推する左左もに、化石の産出状況をま左める。

(2) 御所浦島東部にあるトリゴエア砂岩(御所浦層群)中の化石を採集したり地層を観察したりし

て、中に入る員の種類や堆積の様子などから堆積環境を類推する。

2 研究の方法

目的 1については地層の走向や傾斜及び地層に含まれるものを細かく調査する。風化しやすい岩

質のため、透明ラッカーで化石を固めたり、化石の入る露頭から型を取るなど工夫する。目的2に

ついては、貝化石の入る方向で地層の上下を判定したり、より複雑な堆積環境を思わせる露頭や転

石については、海底の変化を想定した実験を交えて検証する。

3 研究の結果及び考察

(1) 御所浦の牧島や前島で見られる姫浦層群の地層は、ほぽ南西から北東方|句に伸び、 三角まで続

いていることが確認できたが、詳しく調べると走向や傾斜が狭い範囲で変化している。その原因

は摺曲や断層であり 、加えて火成岩等の貫入も数多く観察できた。地層が堆積した後、井.右や上

下からの力が加わったこ左が分かつた。なお産出化石の状況は下の表の左おり。

(2) 御所浦島東部に分布する砂岩には三角員をはじめ豊富な二枚貝化石が観察できる。密集してい

る員の方向(凹凸)で地層の上下判定ができた。しかし垂直やそれに近い斜め方向に入る場合が

あることから、いったん水平方向に員層が堆積した後、海底地滑りなどで海底が変化したか、大

雨等で一気に陸上方向から土砂が流されたこ左が予測できた(実験で検証済)。

(3) 双方の地層から教科書に出てくる ような有名な化石が多数採集できた。また学校から見える大

矢野町維和島からも大型のアンモナイ トが採集できたことで研究の達成感を味わえた。
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イースト菌がよく働くのはどんな時?

菊池市立七城中学校 3年 田島 情住

1 研究の動機

私はパンが好きだ。 2年生とき、職場体験でパン工場に行って、パンの生地をねるところからで

きあがる過程を見学したことがある。生地のときはベシャンコだった。しかし、できあがるときは、

ふっ くら膨らんでいた。 これにはイースト菌が関係しているという。そこで、私は、この夏、イー

スト菌がよく働く条件を見つけ出そうと思い、研究を開始した。

2 研究の内容

【実験1】イースト菌がよく働くのはどんなものを劃えたときか。

イースト菌+40
0

Cくらいの湯に i+砂糖小さじ 2J i +塩小さじ 2J i十薄力粉小さじ 2J i +強

力粉小さじ 2J をそれぞれ加えた中地を作る。加えたものをチャックイ寸きの袋に入れて様子を観

察する。 (5"'-'30分の 5分毎)

【実験2】1JOえるものを2つの組み合わせにしたらどうか。

イースト菌+40
0Cくらいの湯に i+砂糖 ・塩Ji +砂糖 ・強力粉Ji +砂糖 ・薄力粉Ji +強力粉 ・

塩Ji +強力粉 ・薄力粉Ji +薄力粉 ・塩」をそれぞれ加えた生地を作り 、透明のコップに入れ、

膨らんだ高さをはかり変化の様子を 5分毎に観察する。(実験 1の牛ー地と比較する。)

【実験3】小麦粉の種類を変えたらどうなるか。

小麦粉の代わり に 「そば粉Ji大豆粉Ji米粉Iのそれぞれで生地を作る。それを透明コップに入

れ、膨らんだ高さをはかる。 (実験1の生地と比較する。)

【実験4】砂糖の種類をかえたらどうなるか。

砂糖の代わり に Iグラニュー糖Ji三温糖Ji中ザラ糖Jに代えた平地をつくり、透明のコップに

入れ膨らんだ高さをはかる。 (実験1の牛ー地と比較する。)

【実験5】イースト菌がよく働く温度はどれくらいか。

イースト菌+40
0

C位の湯に三温糖 ・薄力粉を加えよく混ぜ、たものを透明コップに入れる。それを

それぞれ冷蔵庫、室温、炊飯ジャーに入れ、5分毎に膨らんだ高さをはかり 、観察する。

【実験6】一般的な作り万でパンを作り、昧.1霊感を比べる。

薄力粉+コ.温糖で、パンを作り 、ねかせる時間を10分、20分、30分、40分に変えて牛ー地の様子を調

べる。(こねる標準時間はすべて30分左する。)

3 研究の結果と考察

【実験1】砂糖、塩、強力粉、薄力粉では、砂糖を加えたものが、最もよく イースト菌が働いた。パ

ンには強力粉を使うが薄力粉でもイースト菌は働く。砂糖を加えたものからは、強いアルコールの

においがした。

【実験2】 【実験1】でまったく変化がなかった塩も、砂糖、強力粉、薄力粉が加わる こ左で膨らん

だ。最もよ く膨らんだのは砂糖と薄力粉を加えたものだ。

【実験3】そば粉と米粉はよく膨らんでいた。特にそば粉はコップから溢れてしまったので、実際に

はもっと膨らんでいただろう。しかし、そば粉は泡がとても細かく、パン作りには適していないと

思う。

【実験4】三温糖がよく膨らんでいた。普通の砂糖より甘いからだろう。

【実験5】イースト菌は室温でよく働く。 予想外だったのは、冷蔵庫でも膨らんだことだ。

【実験6】ねかせる時聞が少ないと、 「やきだんご」のように困くて空気が入っていないような生地

に、ねかせる時間を増やすとそチモチとパンらしい食感になった。 30分の時がベス トだ、った。
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LEDによる発電の研究

八代市立千丁中学校 2年岩井 宏興

3年池田唯人

1 研究の動機

今年の夏は、深刻に電力不足が心配された。そんな中、注目されている太陽光発電があるが、こ

れと同じ働きをするものが身近にあることを私たちはテレピで知った。それは、 LEDだ。そこで

LEDの発電は何によって左右されるのか、調べてみた。

2 研究の方法

この研究を行うにあたり、予備実験を行った。その結果、発電量を電圧の大きさで表すことなど

の実験方法を決め、本実験として次のようなことを行った。

(1) L E Dの発電電圧は、 LEDの個数(並列つなぎ 1""5個)とどのような関係があるのか。

(2) L E Dの発電電圧は、直列つなぎと並列つなぎでどのようにちがうのか。

(3) L E Dの発電電圧は、光源の色(赤・黄・緑・ 青)とどのような関係、があるのか。

(4) L E Dの発電電圧は、光源との距離 (1cm"" 5 cm) とどのような関係があるのか。

※LEDが高輝度のもの、通常のもので調べた。光源はLED電球、蛍光灯電球の 2種類使用。

3 研究の結果

(1) L E Dの種類(色)による並列につなぐ個数と発電する電圧の大きさの関係

(2) L E Dの種類(色)による直列につなぐ個数と発電する電圧の大きさの関係

①
声
蝿
鹿
L
E
D

(3) L E Dの種類(色)による光源の色と発電する電圧の大きさの関係

(4) L E Dの種類(色)による光源からの距離と発電する電圧の大きさの関係

4 研究の考察

今回の研究を通して、 LEDによって発電できることは分かつた。この性質を利用し、もっと発

電効率を上げることができたら、いろいろなところで利用できるのではないだろうか。例えば昼間

は太陽光で充電し、そのまま暗くなると点灯する屋外の電灯や掲示物、懐中電灯などができて、少

しでも消費電力を抑えることにつながっていいだろ うなあと思った。



』熊本県賞j

飛朔時のシロテンハナムグリの体温変化

熊本県立東稜高等学校牛物部 21-ド藤本仁敏・平野 力斗・回選亮太

1年栗屋大志

1 はじめに

咋年の先輩の研究から、昆虫は体温が上昇したときに飛期することを知り、興味を持った。

2 研究の目的

飛河中および飛朔の前後に、 昆虫の体温がどのように変化するかを明らかにする。

3 研究の方法

(1) 研究期間:2012年7月.-.，.，10月。

(2) 甲虫の捕獲及び実験は、熊本県熊本市で行ったn

(3) 複数種の昆虫で予備実験を行い、飛朔しやすいこと、大型で体温測定が可能なこと、普通種で

多くの個体が得られることから、シロテンハナムグ、リ (Protaetiaorientαlis submarmoreα)で

実験を行うことにした。シロテンハナムグリを東稜高校敷地内で約20個体捕獲し、 14個体を実験

に用いた。平均体長25.0凹、平均体重1.01gだった。

(4) r強制飛朔装置2号」を作成し、昆虫に飛朔行動をとらせた。

ア 上方向から伸びてくる棒の先端に、昆虫の背中を両市テープで固定する。

イ 脚の直下に、横向き'に、可動式の棒を置き、最初は脚が地に着いた状態を保つ。

ウ 脚の置下にあった可動式の棒を移動させ、脚を浮かせ、昆虫に飛朔行動を促す。

(5) 昆虫の体内の温度の測定は困難なので、胸部の表面温度を測って体温とした。測定には赤外線

;fjjcjナ温度計と赤外線熱血イ象装置(InfRcCサーモギアG100) を用いた。

(6) 体温は一定間隔(基本的に10秒)で計測した。

(7) 体温計測中、見虫の行動・状態を目視・ビデオ録画で記録し、次の基準で分類・分析した。

0:硬直 1 :静止 2:脚を動かす 3:腹部をひくびく動かす 4:排尿 5:飛朔

4 研究の結果

(1) 赤外線放射温度計を用いた44同の実験の内、飛期したのは28阿だった。飼育装置内での安静時

の体温は気温左ほぱ同じ(差

は 1'C以内)だ、った。飛んだ

時の最高体温は36.8'Cで、気

温よりも最大で10.4"C上昇し

た。赤外線放射温度計は至近

距離から測定するため、装置

が虫の体に触れやすく、飛期

中の温度を継続して計ること

はできなかった。

(2) 赤外線熱画像装置は虫から

10cm離れた位置から測定で

きるため、飛朔行動中の温度

も継続して測定できた。 29回

ー-23日2自 ー.23日4自 -・・ 23日5自 - 16日4自

ー- 23日7回 -・・ 23日1o@1 ー-16日5回 -・・ 23日11固

-ー・16日7圃 ー- 16日8自 ー・ 16日9自 -ー・ 16日15固

… 23日3圃× ー~16日 16回× c:::> c:::> 16日1圃× c:>c:>c:> 23日8圃 X

r-田
45 

20 

o 5 10 15 20 

経過時間(分)

図1 赤外線熱画像装置による体温変化の記録
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 〈行動〉

3:腹吉庇》くひく

ヨ月16日第3回実験

は、

2:腕~輩出、す

43 

温 37

;: 35 

℃ 

l ~ I 1-0:硬直状態
。Q ~円 m 円山門出円間門町内山門 m 円1.n N 0 rrl 0 fYl ....君

経過時間〈時:分:秒)

図2 飛調行動時の体温と行動の変化の典型例

1 :静止状態

5:飛河

，-'矛
，・--，，-

考察 ・まとめ

シロテンハナムグりは、飛掬するときに自ら休温を上げていることが確認できた。飛河装↑貴に取

り付ける前、飼育容器内での安静時の休温は、気温とほぼ同じであったので、上昇温度は気温との

差を見るべきだと考えるのそうすると、平均13.7''C、最高19.5"C上昇したと判断できるコ iliil.1主上昇

速j主は最大5.40C/30秒であり、急速かっ大きな上昇であることがわかった。

胸部の体温がもっとも高くなり、その他の昔日イ立の温度はあまり変化しなかった。呼吸が激しくな

ると胸部中心の体温が上がったことから、胸部の内部で熱を発生させていることが示唆される。複

数の見虫において胸部飛朔筋で熱を発'Eさせて飛河に備えるどの報告があるが、今回の研究でも同

様の結呆が示されたと与えられる。

チ|母朔を開始すると、体温はすぐに低下した。fIり羽巾、体温は低下し続けた。升色期する筋肉で発生

する熱量より、麹から失われる熱量が大きいようである。昆虫の連続.~朔時聞は、体温の低下によ

り制限されている可能性がある。

32"Cほどの低めの体温で飛ぶこともあったが、それは短時間の飛河であり、連続して長く飛ぶの

は40"Cほどに体温を上げた場合だけだった。緊急時にはほめの体温でも飛ぶことができるが、通常

は体温を上げるという準備をして飛ぶようだ。

腹部をヒクヒクさせる動きに、 2種類あることがわかった。体温を上昇させる時と、低下させる

時で、動きが異なっていた。シロテンハナムグリは体温を積極的に下げている可能性が高い。継続

研究を行っていきたい。

-127ー

5 



、熊本県教育零員会賞J
凸レンズがつくる実像を探るE

熊本県立宇土高等学校科学部物理班 2年 吉村泰河ほか4名

1 はじめに

昨午5月、科学部の活動中、レンズの焦点Rr離を調べていたとき、光源に使った電球の像がレン

ズの近くにすー体的に浮かび上がって見える 2つの像(副実像とよぶことにした。)を発見した(写

買 L) 0 庶像と異なり、スクリーンに映すことができ、実像の特徴をもっていた。 昨年は、平凸レ

ンズや照度計、光度計を用いて測定・検証 し、この高IJ~像がレンズ{寸近に(図 1) ~1供することを

突き|卜め、出現のしくみを作図したc 今年は、片面を反射防止膜でコーティングしたレンズを使い、

どのように光が反射して像が現れるかを解明した。その結果、副実像は、レンズの表而で光を反射

するのではなく、レンズ内部で光を反射してできることがわかった。

2 研究の目的

|昨年角平明できていなかった作図の実証を行い、物体の位置を大きく移動させても副実像の位置や

大きさの変化は小さいという疑問を、焦点配離の異なるレンズで解明し、法則性を見つけ出す。ま

た、立体的に見えるしくみを調べることとした。

3 研究の方法

今日は、残りの疑問であった「浮き kがってみえる謎Jや「副実像と焦点距離の関係」、 作|ヌ|の

実証Jに挑むため、品IJ実像は「表面反射」や「内部反射j による結像と考え、 l刈面コートレンズ、

片面コートレンズ、焦点距離の異なるレンズを購入して測定することにした(片面コートレンズは

販売されておらず、特注で製造してもらった)。

4 研究の結果・考察

(1)昨年の主な研究成果

・レンズ同様に、平凸レンズの前後でも倒立の 「面1)実像」が現れた。

-基準電球の光量を求めることができただけでなく、基準電球をもとに他の電球の児量も求められ

ることがわかったc

・像を直視した場合に比べ、スクリーンlこ映した場合の光量が弱く見える原因を、主実像の光量を

光度計で測定することで定量的に示すことができたn
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〔図1]主実像と副実像の位置関係

[写実I:光源側から見た目1)実像のようす

(2)両面コートレンズによる副実像の観察・測定

反射防Ir.膜両面コー トレンズを川い、副実像を光源側、スクリーン仰|から観察するc

I結果・考察】 反射防止膜によって、光源側、スクリーン側のどちらから観察しても両1)実像は
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消え、出掛しないことから副実像は反射による像で、あることがわかったc (実際には!lOOnm以ドの

波長による青色の結像がうっすらと観察できる。)
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の消失は内部反射に 〔写点3J片山コートレンズを光源保H左)とスクリーン側(右)に情いたときのようす

よって抑えられたためと考える

ことができる。よって、反射防

止膜によって表面反射、内部反

射が抑えられたことがわかった。

阿2は、観察結果をもとに山現

のようすを示した。

(4) ノーコートレンズによる焦点

距離と副実像の位置の関係性

[fuilI'ii1iii~'I:I::I~!_Jlml 

直 A
圃樹首掴

〔写真2J両面コートレンズによって

百1)実像が消える上うす

~聖'円

apa 
¥ 

② 

〔凶2J

Gl)p 

「物体の位置が移動しても、面1)士一像の位置や大きさの変化は小さいj ことから、焦点出離によっ

て同l実像の杭置がどう変化するかを調べたι その結果、同IJ実像の枕置は焦点距離に比仔け唱ること

がわかったc

(5)光度計による各コートレンズの透過量の測定

各コートレンズを崩いて土実像の光量から、高1I実像の光量を算出した。凸レンズは集光するた

め単純ではないが、およそ:t6%の光量で副実像を結像しているといえるe また、この結果から表

面反射率と内音I~反射卒が同じであることもわかったc 消えかかった面1)実像をよく観察する と、うっ

すらと同じ色(青色)の両1I実像が二重にずれて見えることから、立体的に浮かび上がって見える

不思議な現象は主に 球回収ぷ」によるものだと判明したの

5 最後に

反射を繰り返すことで見られる|副虹 と同じように、レンズにも反射を繰り返すことで見られ

る「副支』像」が存在することを裏付けた3 ここまでこの副実像が比落Eされてきた背景には、反射

を抑えるコーティングの技術が上がり、コー トレンズが芹及したことなどが考えられるD 様々な視

点から全ての疑問を解決し、剛実像の結像のしくみの全容が明らかにできたc
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、熊本県立教育包シター町

豪雨災害から阿蘇の地形を考える

熊本県立阿蘇中央高等学校科学部 2年塚本 としえ・山部 真子

1年 西村幸恭

1 研究の目的

今年の 7月12日、私たちが住む阿蘇は経験したことのない大雨に見舞われた。私たちが住む土地

や生活には大きな影響が及んだ。被害の爪痕が残る風景を目の当たりにして、今回の災害は阿蘇の

特徴的な地形と何か関係があるのではないかと思い、研究することにした。

2 研究の方法

(1) 土砂崩れの特徴

阿蘇の地形の立体模型を作成し、土砂崩れと地形に関連性がないかを調べた。また、 学校付近

の土砂崩れが多かった外輪山北東部を中心に、土砂崩れの地点や状況を見て回った。土砂崩れが

起きている場所を地形図に書き込み、崩れている様チを撮影し、崩れ方に特徴がないか調べた。

(2) アンケート結果

豪雨の当日の状況を阿蘇校舎の小.徒 1，2年 (166名)を対象にアンケートをとった。普段と

違うと感じたのがどの時間帯からだったのか、また、きっかけはどういうものだったのかを、気

象庁データと照らし合わせながら分析したn 豪雨災害の状況や今後の防災について考察したの

3 研究の結果と考察

(1)土砂崩れの特徴

ア標高と浸水被害

作成したな体模型から、特に浸水被官が大きかった手野・

内牧、赤水付近は阿蘇谷の中でも標高が低いという特徴に気

づいた。

イ フィールドワーク結果と阿蘇の土地利用

肉蘇谷の土地の制問{断面図} 筆原

図1

北東の外輪山の 1/25000の地図で阿蘇谷の土地利用について地図記号をもとに色分けをして

調べ、その地図にフィーノレドワークをして上砂崩れ箇所を書きこんだ。標高の低い平地部分は

水田として利用されており、外輪山のふもとに住居が並び、その上部に植林・草原部分が存在

している。今回の地図などから阿蘇谷の土地利用にも特徴があることがわかったn

ウ 土砂崩れ箇所の特徴

実際にフィールドワークで観察をすると大きく分けて

3つのパターンの土砂崩れがあり、その 3つのパターン

は地図上でも図2のように分布することがわかった。パ

ターン1は①阿蘇品・坂梨地区、パターン2は②手野地

区、パターン3は中央火口丘(仙酔峡)である。表lは

その代表的な 3つのパターンの特徴を示したものである。

<表 1>土砂崩れのパターン

パターン 1 パターン2
場所 阿蘇巾阿蘇品地区(図 2ー①) 阿蘇市手野地区(図 2ー②)

土砂の 外輪山の土部から崩れている 外輪山の中腹の植林部分から崩れ
崩れ方 てし、る

崩れ方
上部は黒色土壌(火山灰層)が見 崩れた中腹部分は黒色土壌(火山

の特徴
えており、中部に岩肌が露呈して 灰層)の下に褐色土壌(火山灰層)
いる。 が見られたc

パターン3

中央火n丘(仙酔峡)(図3ー③)

単;原部分のみが崩れている

表層の黒色土壌(火山灰層)部分
のみが崩れている。



<考察> 土砂崩れのパターンについて

旧坂梨採石場で地層を調べてみると、表両

は植物が生えている黒色土壌、その下に褐色

土壌、そして、石や岩を含む地層となってい

た。どのパターンでもはじめに一番表面の植

物が生えている黒色土壌が崩れたと思われ、

パターン2では崩れた個所で褐色土壌がむき

出しになっていることから、褐色土壌は水を

含みにくく崩れがたく、黒色土壌は水を含み

く(¥勺ー>1>
上部力、弓崩hcl

tm繍潤

く代勺ー>2>
ゆ積の時iUU!Il7うが漏れる

やすく崩れやすい土壌ではなし、かと思われる。また、パターン2が見られる地帯では、過去に外輪

山が浸食された堆積物が山の上部まで来ており、その上に褐色土壌・黒色土壌の火山灰層が積もっ

て形成されている構成になっているのではなし、かと思われる。パターン 1ではこの外輪山の浸食の

堆積物層が下の部分のみで、火砕流でできた溶結凝灰岩である岩石部分が露出しているという地層

の違いで、崩れ方の違いではないと思われる。

(3) 阿蘇の豪雨災害と防災について

(人) ヤパいと感じ巴時間帯と降雨量の関係 (mm)

2S← r午前3路 、
10Bmm 

17 21 22 23 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 (時間)

• 

アンケー ト結果より、 雨がひど、かったのは

午前2時から午前6時という夜中から早朝だ、っ

たにもかかわらず、 8害|の牛ー徒が 「ヤパい!J 

と感じたと答えており、その要因は雨だけで

はなく雷もひどかったことも挙げていた。そ

こで、時間ごEの降水量左「ヤパい!Jど感

じた人数を比べてみると、午前 2時に「ヤパ

い!Jと感じた人数が一番多かった。しかし、

雨量は多いものの51mmで、あり、あとの猛烈

な雨が降った4時間と比べたら半分程度であ

る。そこで、雷でヤパいと感じた人を時間ご

とに調べてみると、午前2時が雷で、ヤパいと感じた人数が一番多かった。よって、午前2時は雨

も雷もひどい時間帯だ、ったと考えられる。しかも、そのあとの午前3時に観測史上最高の雨が降っ

ている。よって、「雨も雷もヤパい!Jと感じた時間帯のあとには猛烈な雨が降る可能性を考え

ておかなければならないことが見えた。

4 まとめ

阿蘇の地形は何回もの噴火によって現在のような形になった。そして、今回のような土砂崩れに

よる浸食や、噴火による降灰を何万年も前から繰り返し、今も阿蘇カルデ‘ラは広がり続けている。

地質の状況は複雑になっているものと考えられるので、もっと阿蘇の地層について詳しく調べて考

察を深めたい。また、現在阿蘇で、は平坦な土地を水田などに利用し、人々は外輪山のふもとで牛ー活

しているので、常に土砂崩れの危険と隣り合わせの状況であることもわかった。降雨がきっかけで

浸食が起きた時、そこに人々の暮らしがあると土砂災害となってしまう。そのような土地に暮らし

ていることを認識したうえで、私たちは雨や雷など自然の変化の「ヤパい!Jに敏感になり、必要

な情報を入手して適切に判断するなど、もっと防災の意識を高めていく必要がある。土砂災害だけ

でなく、噴火や地震災害の恐れもある阿蘇の防災について、私たちから発信していけるよう、今後

も阿蘇について学び、今回の豪雨災害についての検証を続けていきたい。最後に研究にご協力いた

だいた阿蘇ジオパーク推進協議会の皆様に感謝し、たします。今後もよろしくお願いします。

協力・阿蘇ジオパーク推進協議会参考資料: r阿蘇火山の生い立ち」渡遁一徳熊本日日新聞 気象庁過去データ
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L 熊本博物館賞j

混合液から塩化ナトリウムの結晶を作ろう!

熊本県立八代工業高等学校 2年高木美舞ほか 5名

私たちは便業で、混合物の分離について習った。実験では食塩水から水を蒸発させることで食塩を取

り出した。そのときに食塩と砂糖を混ぜた溶液から食塩が取り出せないかと考え、混合液を作り教室

と冷蔵庫に放世してみると、冷蔵庫の混合被に結品が析出した。

1 研究の目的

塙化ナ トリウムの混合液から、できるだけ簡単に大きな結晶を作ることをH的とした。

2 結晶の作り方を調べる

(1) 結晶の作り)j

・温度降卜.法…温度による溶解度の違いを利用し、水溶液の温度を卜.げて結品を析問させる)j法c

.前媒蒸発iL...水昨液の水を蒸発させることで前けきれない結晶を析山させる方訟の

この一.つの条件の片方があれば結晶を析山させることができる。また前媒蒸発訟の応用として

栴皮拡散法がある。さらに混合、被から結品を作る方法を考え、混合被蒸発法と名付けた。

-混合液蒸発法…飽和食塩水と他の水溶液を混ぜ、混合溶液の栴度を高くし、水を徐々に蒸発さ

せることで溶けきれない大きな結晶を析出させる方法c

(2) 塩化ナトリウムの結晶の作り方と山題点

① 飽和食堀水の上澄み液をビーカーに取り政置する。

②水が蒸発すると水面に結晶が現れ、少し大きくなると水中に沈み大きくなる。

問題点:水面に現れた結晶が水中の結品の上に降り積もるため、降り積もる前に余分な結品を取

り除く作業が大変であるれ気づくのが遅れると復数の結晶が集まった歪な形になるの

3 混合液から結晶を作る

塩化ナトリウムとどの様な水溶液を混ぜたら結品が析出するのが調べてみた。

(1) 50%砂料水(水と砂結 1 1 )と飽和食塩水を混ぜた溶液

砂糖水と飽和食塩水を 1: 49から49:1までの割合で混ぜ冷蔵庫入れ結品のでき方を観察するG

I結果}飽和食塩水の割合が高い混合液から順に結品が析出し

たc 最も大きくなった混合械は砂精水と食塩水の割合

15 : 35の溶被だった。 2ヶ月後には6mmの結晶 (右

写真)に成長した3

{疑問}析問した結品は本当に塙化ナトリウムの結晶なのか疑

聞に思ったので塩分濃度を測定してみたの 100mUこ1

gの結晶を怖かし、塩分濃l主計を用いて測定した。

I結果}食塩水の割合が大きいほど塩分濃度が 1%になった。

しかし食塩水の割合が30未満になると濃度が低下したω 割合が30以上だと塩化ナト リウムの

結品といえるυ

(2) 食塩水と色々な溶液を混ぜてみる

ゼラチン、デンプン、 合成洗剤、お酢、酢殿、エタノール、メタノール、グリセリン、工業用

アルコールの各溶液15mUこ飽和食塙ノ105mLを加え結晶のでき)jを観察するc

{結呆】エタノール・工業用アルコールできれいな結品ができたc 酢敵は結晶が大きくならず、メタ

ノーノレは結晶が白く液状になったc



(3) メタノールとエタノールの混合液と食塩氷を混ぜてみる

メタノーノレ左エタノールの溶液を 1: 9から 9: 1主での

割合で混ぜた混合被 15mLを飽和食塩水35mUこ加え冷蔵庫

に入れ、結晶のでき方を観察するU

I結果】メタノーノレ3 (4.5mL) +エタノーノレ 7 (10.5mL) と

飽和食塩水35mLの混合液が一番結品が大きくなり、 1週間

で8mmまで結晶(右写真)が成長したの

4 障り積もる結晶の改善点
U 

2-(2)栴化ナ トリウムの結晶の作りんと問題点で、水面に説れた結晶が水中に沈んだ結晶の上に

降り積もり、合体してきれいな結晶にならない。また余分な結晶を取り除く作業が大変である、と

説明した3 この降り積もりを防ぐために結品に韮をしてみた。

① 飽和食塩水50mL...降り積もる結品を防ぐ効果はあるが、時聞が経っと効果は少ないじ

② 飽和食塩;J<35mL+ 50%砂糖木15mL...蓋には降り積もる結晶を防ぐ効果があるじ

③ 飽和食塩水35mL+メタノーノレ4.5mL+ヱタノーノレ1O.5mL…蓋の効果なしロ

I結果】蓋は降り積もる結品を防ぐ効果がある。しかし混ぜる溶液によっては効果がない場合もあるc

②の飽和食J龍水と50%砂糖水の混合液には卜分効果がある。

I参考】ミョウパンの結晶作りでは蓋の効呆は大きく、蓋をした場合としない場合では違いがあるつ

また諜をして冷J議席.に欣置すれば大きな結晶を作ることが問来る。

5 混合瀬蒸発法による結晶の作1)方

① メタノーノレ:エタノール:飽和食塩水(加熱冷却したもの)を 1: 2 : 7の比率で混ぜ、冷

蔵庫に放i醤し種結晶を作るυ (l: 2 : 7の比率はメタノーノレ1.5mL:エタノーノレlO.5mL:飽

和食塩水35mLを簡略化した)

② 同時に50'1も砂糖水と飽和l食塩水を15: 35の割合で混ぜたもの冷蔵庫に入れておし

③ 1週間後、 k記②の上澄み液を月1]の容需に移し、 ト記

①で成長した結品を入れ、蕎をかぶせ冷蔵庫内で成長

させるc

|1ヶ月後、 13mmに成長した I (右写真)

I注意lQ) 飽和食塩水は蒸留水に食塩を過剰に人れ加熱し、

冷ました物を使附する。

@ 結晶に蓋をする場合、蓋にゴミが十J着していると

小さな結品が沢山できてしまうので、室主をよく洗っ

て使用するc

@ 部液濃度は日安なので、結晶の状態をよく観察し

ながら、静液濃度を調節するつ

6 この研究で学んだ事と今後の課題

① 混合溶液からも晦化ナトリウムの結晶が取り問せるc

② 塩化ナトリウムの結品は湿度70%以上で潮解するようだ。

③ 濃度の高い砂糖水は氷砂糖の結晶を11'るョ食べたら氷砂精の食感だったが塩味もしたじ

@) 混ぜる溶械や濃度によって塩化ナトリウムの結晶の構造が変わるようだ。

⑤ 夏や栴雨の高温多湿な季節は、結晶作りには向いていないω

@ 過剰に食塩を入れても飽和食塩水になっていないこともある。

これからも結品作りの附究を進め、混合液蒸発訟をより確実なものにしていきたいと思i また

きれいで大きな塩化ナトりウムの結晶作りにも挑戦していきたいと思うの
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ばね電話の残響の仕組みについて

熊木県立第二高等学校物理部 1午・鳥井田 歩生・宮崎 巴

1 研究の目的

体験入部の時にぱね電話で遊んだ際、なぜエコーがかかって|品lこえるのか疑問に思い、テーマと

して取り上げ訓究した。

2 研究の方法

ばね電話に牛ーじるエコーは、音がばねを伝わりばね電話問

を往復することで発生すると予想し、反響が残響となって聞

こえるためだと仮説を立てたc 実験では、ばねを伝わり性復

する反響宵ーを検出し、残響となっているかを調べた。測定に

はマイクロフォンとパソコンソフトを利用し、反響音の波形

や振動数を調べた。

ア SoundEngine漉形表示

(l) 実験1 r物体を伝わる音の可視化J :パソコンソフ トを

用いて青披の披形と振動数を調べたc

ア SoundEngine波形表示.時間ごとの音の強さを表示す

るロ 2背を同時にグラフ化t

ム一一一一ー . イ WavcSpcじlra振動数検111:高速フーリエ変換で振動数

毎の青の強さをグラフ化c イ WaveSpectra掻動数検出

(2) 実験2 r空気中の音速の測定J :マイク 1とマイク 2を2.00m離して置きマイク 1の近くで音

を出す。 2本のマイクでひろった青をミキサーのR人力と L人力に人れ、取り込んだ信号をステ

レオにしパソコンの外部入力端子に山力。 SOl1nd En gi ne で波形に し、 1 ，入力と I~ 入力の時間差か

ら音速を求めるロ音源には「青少年の科学の祭典」等で演示される爆鳴器を使用 したの

時間差の測定には以下A，H， C， ])の方法を試したc

A:阿向上の時間差の長さとソフ トの時間軸の長さの比を利用し測定

B:ソフトSoundEngineの時間表示による測定

C:発振器 (5000Hz) の音を同時に測定し、この波形との比較で測定
使用した爆鳴器

1):ソフトSoundEngineのサンプリング周波数(192，OOOHz) を利用した測定

Bの測定は精度不足、 AとCの測定は手聞がかかり、 Dの方法が精度、作業性ともにイ可効で、あっ

た。1)の測定による結果は下の辺りである。結果は誤芹H%未満で最もTF.確だったので、この後

の測定はDの方法で進めた。

(サンプノレ数)=(問サンプル)

=(開始サンプル)ー(終7サンプル)

(時間)=(サンプル数)X 1/192000 

(速さ)=2.00/(時間)←u)

(教科書の青]生)=331.6十O.6t←(2 ※ tは℃

サンプル
1120 

2 1108 
3 1110 

4 1108 

5 1107 
(A) 1111個

秒($) 速さ①

0.005833 342.87 

0.00577 346.62 
0.005781 345.96 

0.00577 346.62 

0.005765 346.92 
0.005784 345.8(m/s) 

(3) 実験3 iぱねを伝わる青の速さの測定J ばね電話のぱね部分の長さを1.6

mにしマイク 1とマイク 2のカップの中、版の部分に置く c 実験2と同様に一

つのカップの近くで背を出し、反響背(反射青)の検出、測定を試みた。

室温 音速②

27.8 348.18 

27.2 347.82 
27.3 347.88 

27.4 347.94 

27.0 347.7 
27.3("C) 347.9(m/s) 

ア 実験2を参考にし、音神、には爆嶋器・火薬ピストノレ・注切れる音・手やハ ぱね電話

ンマー、紙筒でr::fねを育接弾くなど、背の立、ら kりが速い青源を利用したが、この方法では反
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響音を検出できなかった。これらの音源の波形は元々歪みが大きく急激に減衰していくのに対

し、反響青の信号は非常に小さいため、重なり合った波形を見ても反響宵-の信号を選別できな

かった。

イ アの結果を参考にし、 一定振動数の背を継続して鳴らせば反響宵ーと重ね合わさることで波形

に周期的な重みが生じるのではないかと考えた。そこで、発振器からの音や音叉を音源として

測定したが、周期的な歪みは検出できなかった。

ウ イの実験を進める中で、反響の信号をはっきりと検出できる音源を見つけ出した。それがドッ

プラー音叉(規格2000Hz) である。 ドップラー音又での測定波形は以".のとおりであるロ図の

上側がドップラー音叉の近くのカップ、下が反対側のカップでの青の波形である。

ドップラー音叉

閣柵 胴

(対①を見ると、 2000H:;;規格のドップラー背文では最初に1000H:;;の強し、背がす.ち上がっている!

その後、徐々に2000Hzの脹動が立ちトがってきて長く続く。 WaveSpectraで、ドップラー音叉

の音の掻動数を調べると、叩かれた瞬間に1000Hzとその倍音が発牛ーし、 1000Hzが最も強い音

であったc 2000Hz以外の高さの青は速やかに減哀し、 2000Hzの青だ、けが長く残る。

(イ) ②はマイク 2に最初に周いた①の信号である。 10001Izのとても強い音が検出されている。

(ウ)③はマイク 1で検出した①の反響音である。 2000Hzと1000Hzが重なり、青波がひとつおき

に強め合っているのがわかる。④でも1000Hzが強調された歪みがよくわかる。⑤、⑥では③、

④の現象が繰り返されている。

エ ①から⑤までの垂みが交瓦に周期的に観測された。こ

れは、 1000円zの強い百・がばねの端で反射しぱねの聞を

往復することで生じたと考えられる。各反射までの時間

を実験 2 のDの}j~去で測定した(有表) Q (A)より 1往復

する時聞は0.137秒 (=0.0685秒 X2) となった。

(4) 実験4: ["残響の周期」 目実際の残響を耳で聞き取り、

2 
3 
4 
5 
6 
7 
(A) 

サンプル数

51520 

51808 
52640 
52328 
53056 
53568 
52640 
52508.6 

2往復時間 片道の時間

0.2683 0.0670 
0.2698 0.0674 
0.2741 0.0685 
0.2725 0.0681 
0.2763 0.0690 
0.2790 0.0697 
0.2710 0.0685 

O.2734[秒] O.0685[秒]

その周期左ぱねを伝わる青の一往復の時聞を比較した。残響の青が最も聞き取りやすい爆鳴鼎の

測定データのマイク 1の音のみを再牛.し、発振器により発牛‘させたうなりの音と交互に聞き比べ

たところ、うなりが毎秒7固から 8回のときが残響の強弱の変化と最も近かった。このうなりの

周期は1/7.5=0.133秒となり、ばねを伝わる音が l柱復するのに要する時間と一致し、仮説が確

認できた。

3 研究の結果

(1) ドップラーす又を背源にするこ止で、ばねを伝わる反響の信号を検刑できた。

(2) 音がばねを l作領するのに要するH寺聞を0.137秒と求めることができた。このことから、ばねを

伝わる背の速さを:1.2[m]/O.137[s]= 23. :158… 主2:1.'1[m/s]と求めることができた。

4 参考文献

教科書 「物理 1J (啓林館) ・平成13年度 会誌J(熊本県高等学校教育研究会理化部会)
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A1203被膜の保存法と虹色メッキの関係

熊本県立済々 a岳高等学校 2年化学部

研究の目的

今年の文化祭で、アルミ板の電気分解による虹色着色実験を行った。その際に前処埋でアルミ板

に酸化被膜をつけたが、被膜をつけたアノレミ板が乾燥するときれいに色がつかないことが分かったc

そ土でアノレミ板を乾燥させないで保存すると，きれいに虹色着色できる状態で酸化被膜を長期間保

ィ与する ことができるのではないかと考え、口数が経過してもきれいに着色できる保存)j1:去を探究す

ることにしたc

2 研究の方法

(1)虹色アルミ作成の過程

ア脱脂

アノレミ板の哀ー而の不純物を取り除くため、水酸化ナトリウム

と硫酸にそれぞれ5分間浸す。

イ 酸化被膜形成

疏酸とりン酸を合む;j(溶液で、-10分間電気分解を行う。

その際、商変化被膜の表面にはポアと呼ばれる無数の小さな穴ができるc

ウ着色

硫駿ニッケル、ホウ殿、 トリエタノールアミンを加えた水溶液で電気分解を行う。

表向のポアに水前液中の金属イオンが入ることで着色するの

エ封孔処理

ポアをふさいで表而の腐食や色落ちを防ぐため熱湯に10分間つけるG

(2) 調べ方

アノレミニウムを電気分解により、虹色に着色していくじ酸化被膜形成をした段階のまま条件を

変えて保存し、どれくらいの期間まで色をつけることが可能か調べていくじ

3 研究結果および考察

(1)実験 I …被膜をつけたアルミ抜を水、エタノールヘキサンに入れ それぞれ常温ドと冷厳

庫内で保管し、 l口ごとに10日目まで色のつき)jを調べる。

仮説…封孔処理;こ用いる水ではなく、無極性持活蝶のへキサンを用いることで、ボアが封孔

されず-番長持ちする。

医亙…水10日目 エタノーツレ10日目 ヘキサン10日目
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水とエタノールはきれいに色がついたが、予想に反してヘキサンは 1日目からあま

り色がつかなかった。冷蔵庫内で保管したものはrれもきれいに色がついたo

(2)実験11 ...ヘキサンで保存した場合について、色がつかなくなり始める時間を調べるため保存

時間をより短くして色のつき方を調べる。

画劇… 30分頃から部分的につかなくなり、 75分で大きく色がつかなくなった。

(3)実験E 一極性が大きいエタノールでは色がつき、無極性のヘキサンで、は色がつかなかったと

左から、保存液に用いる物質の炭素数を増やして，極'性を小さくしていった左きの色

のつき方を調べる。保存液としてプロパノール、プタノール、ベンタノールを用い

る。

仮説…保存液に用いる物質の炭素数が増えるにつれて色がつきにくくなる

直~...プロパノーノレでは色がついたが、プタノールとベンタノールではほとんど・色がつか

なかった。このこ止から保存液に用いる物質の炭素数が大きくなり、保存液の極性

が小さくなると色がつきにくくなると考えられる。

(4)実験W …保存液に用いる物質の炭素数が大きくなると水への溶解度が小さくなる。着色に用

いる溶液は水溶液なので、ポアの表面や内部に水に難溶な物質が存在していると、

着色に影響が出ると考えられる。そこで、ヘキサンで保存した後自然乾燥させてか

ら着色し、色のっき方を調べたo

仮説… 自然乾燥させると、きれいに着色できる。

直亙 自然乾燥させても、色はほ左んrつかなかった。

(5) 実験V...ヘキサンで保存した後に、 ドライヤーを用いてアルミ板を乾燥させ、色のつき方を

調べたο

仮説…自然乾燥では、ポアの内部のヘキサンは追い出せていないと考えた。ヘキサンの沸

点は69
0

Cであるととから、ドライヤーで熱して乾燥させれば、残さずヘキサンを追

い出せ着色できる。

匿望日..2日目までは、実験 1の常温下や実験4よりもきれいに色がついた。その後は、他

の実験結果と変わらず、だんだん色がつかなくなった。

4 研究のまとめ

5 

保存液に、水・エタノーノレを用いる左、 10日目までは保存が可能である。着色の仕方には、保存

液の水への溶解度と保存する温度が関係している。それぞれ、水への溶解度が高く、低温下で保存

したほうがきれい着色できる。

→現時点では、低温下でエタノールまたは水中での保存が最もよいと考えられる。

参考文献

アルマイト理論/百間百答 佐藤敏彦著 正進社

岩波理化学辞典第5版 長倉=郎他編集 岩波書府

理解しやすい化学 111 (改訂版) 戸嶋直樹瀬川l浩司共編文英堂

化学 1• 11の新研究 卜部吉康著 ゴ省堂

表両処理の概要について 株式会社熊防メタル
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Alと硝酸の反応で水溶液が青くなる原因

熊本県立熊本工業高等学校化学部 2年本武朔馬

1年渡這秀太・長野泰昌・立石将

1 研究の目的

(1) アノレミニウムはどの濃度の硝酸まで反応するのか。(研究①)

(2) Alと硝酸を反応させて青色の水溶液になる原因は伺が考えられるか。(研究②)

2 研究の方法と結果・考察

(1) 研究① アルミニウムはどの濃度の硝酸まで反応するのか

[実験方法】

① 濃度を 1'"'"'13mo1lLと変化させた硝酸と90%硝酸を10mLずつ試験管に準備する。

② ①の中に質量を測定したAlを入れる。

③ 1日、 3S， 5S， 7日、 14日放置する 5セッ トを準備し、それぞれの放置期間後のアルミ

ニウムの質量を測定する。

【結果】以下のようなグラフになった。

反応したAIの減少量と反応H数 ・。肖自費濃度との関係
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-硝酸の濃度が 6mo1/T.前後の時

によく反応している。

・日にちを置くほどに反応が進む0

・一般的な濃硝酸(13"'-'14mo1/L) 

の濃度でも90%硝酸でも日にち

を置けば反応が進む。

-それぞれ日にちを置いた硝酸に

は色が付いていた。(青~黄色)

[考察1

13mol/Lや90%の濃硝酸にアルミニウムを入れても日がたつほどに反応が進んでいた。つま

り、 90%の硝酸でさえアルミヱウムを完全に不動態にすることができないのではなし、かと考え

られる。ただ、濃度が濃くなればなるほど反応しにくくなっているので、内部を保護するまで

はいかないが、部分的に不動態となっていることが推測できる。

(2) 研究② Alと硝酸を反応させて青色の水溶液になる原因は何が考えられるか。

ア 硝酸やAHこ含まれる金属不純物や手垢が原因か検証する

[実験方法I硝酸を金属不純物の少ない特級硝酸に変え、高純度Alを使用する。

① 特級硝酸1"""13mo1/Lを10mLずつ入れた試験管を用意する。

② ①で用意した試験管にエタノーノレで拭いた高純度Alを入れる。

③ 10日開放置して色の変化を見る。(変色した濃度の液の透過度を測定)
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[結果]濃度が濃くなるにつれて、まずは赤色側のスベクトルが透過しにくくなり、さらに赤色

側のスベクトノレに加えて青色側のスベクトノレも透過しにくくなった。つまり、水溶液が青緑

から黄色に変化していったととが分かる。

I追加実験]硝酸1"""'13mol/Lを試験管にlOmLずつ用意し、銅と濃硝酸で発牛宇させた二酸化窒素

を通じて色の変化を見る。

[追加実験結呆]Alを入れず二酸化窒素を通じるだけでも、 Alを入れたときと同様に色が変化し

た。念のため、高純度Ale特級硝酸を使って実験をして青くなった水溶液の炎色反応も調べ

てみたが、炎の色の変化を確認するととはできなかった。

イ 色の原因は、硝酸イオン・二酸化窒素(窒素酸化物) ・水素イオンに関係するのか

(升水と反応しきれなかった二酸化窒素が色の原因になっているのか

[実験方法】高純度Ale特級硝酸を反応させ、色がついた水溶液について、ビーカーに移して

放置や横祥、穏やかに加熱するなど，二酸化窒素を追い出す実験をした。

I結果]どの実験においても、赤褐色の気体が発正主し、水溶液の色が消えてしまった。窒素酸

化物を検出できる気体検知管は、どの実験でも高濃度の窒素酸化物を検知した。

(イ) 水素イオンの影響が極力ない状態でも色が変化するのか。

[実験方法】硝酸亜鉛、硝酸ナトリウム、硝酸ノ〈リウム、硝酸鉛の飽和水溶液をlOmLずつ試験

管に取り、濃硝酸と銅で発生させた二酸化窒素を吹き込み色の変化をみる。

[結果]硝酸亜鉛、硝酸ナトリウムは少し青色系統の色になり、硝酸バリウムはほ左んr色が

っかず、硝酸鉛はすぐに黄色に変化した。

(ウ)硝酸イオンがなく、水素イオンの存在下で二酸化窒素を吹き込むとどうなるか。

[実験方法] 6規定の濃度の塩酸、硫酸、酢酸、シュウ酸を準備(シュウ酸は、溶解度の関係

により 6規定が作れないので飽和溶液を準備)し、それぞれの水溶液を 5mLずつ試験管に

取って、濃硝酸左銅で発生させた二酸化窒素を吹き込み、色を観察する。さらに、塩酸左

硫酸に関しては、 1規定の濃度でも同様の実験を行う。

I結果] 6規定の塩酸には黄色系統の色がつき、 6規定の硫酸には青色系統の色がついた。酢

酸とシュウ酸には、しばらく二酸化窒素を吹き込んだが、色づくことはなかった。また、

1規定の塩酸と硫酸に関しては、色はつかなかった。

3 考察・まとめ

濃硝酸によってAlが不動態となり、内部まで酸化を進まないようにさせるには、 100%に近い濃

度の硝酸である必要があることが推測できた。

Alと硝酸の反応で青色などの色がつくのは、硝酸やAlに含まれている金属不純物が原因というわ

けではないことが推測できた。色がつくためには、水と反応しきれずに溶液中に残っている二酸化

窒素が必須条件で、硝酸イオンや水素イオンの濃度なども、複雑に関係しあっていることが分かつ

た。
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種々の塩を用いたスライムの合成と物性(第2報)

熊本県立高森高等学校理科部化学班

1 研究の目的

昨年度の報告では、ドVA水溶液の濃度が高いほどスライムが傾くなり、ドVAの重合度が大きいほ

どスライムが硬くなる こ とを報告したc また、 PγMこreCI~ を加え、さらに:.Ja.011を添加する こ とで

ホウ砂を用いずにpγ八をゲノレ化できる三とを発見した。

そこで、本研究では fFeC1aに加え、数桶の掘を用いてホウ砂を用いずにPV!ヘがゲル化できるか

検討するーまた「穐々の塩を崩いたスライムのゲル化の仕組みを検討するJ以上2つのことを目的

として研究したc

2 研究方法・結果

I実験 1]種々の塩を用いたスライムの合成

(方怯)① 10%rVA (n= 1000)詐液40gに0.5mol/L FcCIB， FCS04， CuCI2， CUS04水前液をそれ

ぞれ2mしずつ加えた。

② ①の混合溶液をガラス棒でかき混ぜながら、 10mol/Ll¥aOH水溶液をこまごめピベット

で数滴加えた。

(結果)いずれも沈殿を牛.じることなく、均一にゲル化した。

しかし、 PW¥溶液に先にl¥aOHを加えた後、端水溶液を

加えたところ、沈殿を生じた。

o PVA+慌 にNaOHを添加 → 均一にゲノレ化した

X PVA+NaOH に塙を添加 → 沈殿を生じた

→ゲル化するためには、車水前液とl¥aOH水前液を

加える順序も重躯であることが分かったt

|災11 I'VA-CuSO.ゲノレ生成の様子

I実験2]種々の塩を用いたスライムのl¥aOけ溶液の濃度による粘皮比較

<測定方法のム夫>

ゲノレ上自のマコおもりを落下させて、落下時間によるゲノレの硬さ比較を行おうとしたが、固まった

ゲノレに合まれる気泡により、おもりの落下時聞が一定しなかった。

そこで・ PV八やNaOHの濃度を薄くし、あえてゲル化させないようにする

・細い管状のものに溶液を通すことで、わずかな粘度の蕪を、流下時間の葬として捉える

これらのアイデアから、ホールヒPベットを利用した粘度測定を行うことにしたの

(方訟)① 2%rVA (n= 1000)都液40gに0.5mol/L FcCla， FCS04， CuCI2， CUS04水前液をそれぞ

れ2mしずつ加え、 0"-'0.16mol/L NaOH水溶液8mLを加えて全量を約50mしとしたじ

② これら粘性の異なる溶液の峡さ(粘度)を比較するため、 10mLホーノレピペットの下部に

標線を書き足し、上下の標線を被面が通過する時間をストップウォッチで調IJ定したω

また溶j伎のplrも測定

したc

(結果) 表 1 2%仰lヘ~弘川jらケ，川，

F口S01'C:uC:1じ2，C:uSO" 

消i夜における¥JuOH濃!主:と
粘度・ pHの変化 (21'C)

冶 011濃J..(t[moIlL]

FeCL< 
斗i.}勾i低下時間[秒]

pH 

rCso4 すf均流卜時間It.Pl
pll 

CIICIヌ

半l勾沈下時間[秒]

pH 

CuSO. 
平均流 1"時間[秒]

pH 

。0.020 0.040 
tl.97 9.22 日70

3.5 3.5 i.3 

9.32 9.44 9.51 

5.2 6.7 8.3 

tl.90 9.[[ 日i)(l
:).6 5.6 i.5 

9.03 9.18 9.6!l 

5.9 5.4 7.2 

0.060 0.080 0.10 0.12 0.14 0.16 
9.li~ 9.56 9.5tl 9.51 9.19 9.33 

11.0 11.3 11.3 11.3 11.4 l1.ii 

9.40 9.29 9.33 9.21 9.29 9.12 
11.7 12.2 12.4 12.4 12.4 12.5 
9.78 10.27 9.tl3 9.tl9 日77 9.1:3 

11.0 11.3 11.3 11.4 11.4 11.4 

10.23 11.31 10.50 I1.S7 10.43 10.4ii 

10.8 11.1 11.3 IJ.3 11.5 11.3 



図2 2.%PVA(n-l000) FcCI3， FcSO" CuCI" CuSO" 

溶液における¥IaOH濃度と粘度変化 (2ft)
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-塩の種類にかかわらずNaOH濃度を高くする

と粘度は上昇するが、溶液がアルカリ性に

なった後は、f¥aOH濃度を高くすると粘度は

減少に転じた。

-塩(金属イオン)の種類により、 PV̂溶液

の粘度に以下の大小関係が見られた2

粘度大 Cuけ >Fc~- >Fc2十 粘度小

.... ト F.SO<

国炉CuC1:2

ー-CuS04

900 

3，φ0 
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NaOH濃度[moVLJ

[実験31種々の塩を用いたスライム中の牛成物の検討

(方法)① 2%PVA (n= 1000)砕液40gに0，5mol/L FeCL， FeS04' CuCL， CUS04水溶液をそれそe

れ 2mLずつ加え、 0.1mol/L NaOl1水溶液8mLを加えて全量を約50mしとした。

② この溶液をNo，2ろ紙を用いてろ過し、ろ液を島津製作所製UV-3600紫外可視ili赤外分光

光度言|をJIJいて、波長350------650nmで吸光度を測定した。

(結果)

-ドeC13，ドeS04の溶液は、 350----650nmの波長域では目立った吸収が見られなかったが、溶液の性

状等からFe(OH)";1~生成しているものと考えられる c

• CuSO~ のj桝夜は、 630'""'610nm付近に吸収が見られ、 [Cu(OI l)nJ (n二2------1)の存存ーが示唆された

来CuCl2の溶液は沈殿を取り除くことができなかったので、眼光度の担IJ定を実施できなかったc

3 まとめ・考察

(1) PVAとFeCL，FeSO"， CuCL， CuSO"の混台溶液に?吋OHを添加することで、スライムを合成す

ることができた。

(2) PVAと¥JaOHの混合溶械に FeCL，FeS04， CuCb， CUS04を添加すると、沈肢を生じた。

(3) f7eCL， 1'eS04のゲ、ル中には1'e(OII)λが、 CUS04のゲ、ノレ中には[Cu(OIl)nJ(n=2------4)の生成が示唆

された。

これらの結果から、種々の塩を)IJいたスライムが合成される過程を以下のように推測したの

-CH2-C円ι-cp-
''0， }~， 

H/MT/H H/げ7/H 「ーヘ
? ?J  

-CH2-CH-Cf1:z.-CH-

PVAの鎖の中iこ令属イオン(リ+)が分散して

1'!'1定される

分散して固定された令属イオンのそれぞ

れがOHーと反応しPV八中で水酸化物を牛

(4) l¥aOHの濃度が大きくなると、スライムの硬さは傾くなった。しかし、溶液がアルカリ性にな

り、l¥aOHの濃度をさらに増していくと、スライムの硬さは減少したc

この結果から、種々の塩を用いて合成されたスライムは、金属の水酸化物が疎水コロイ ド、PVi¥

が保護コロイドとなって「親水コロイド」であるスライムが形成されたのではと考えている。コ

ロイドにNaOHを多量に加えることで|塩析」が起こり、粘度の減少がみられたのではないだろ

うか何

-141ー
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撒き餌漁をする烏ササゴイの生態

熊本マリスト学岡高等学校 サイエンス部

はじめに

水前寺公開や上江津湖では、ササゴイというサギ科の鳥が疑似餌を利用し魚をおびき寄せるなど

知的な漁をすることが知られている。また、その行動はその地域の個体に受け継がれている(樋口 ・

黒沢1993)。なぜこの地域のササゴイは優れた撒き餌漁を行うことができるのか、どうやって子孫

に伝えているかに興味を持った。しかし、撒き餌漁は頻繁に観察できない。まずはこの地域のササ

ゴイの生態を明らかにしようと考えた。

2 目的

水前寺公園 ・江津湖付近に侠息するササゴイの牛ー態を明らかにする。 2012年度は次の4点を中心

に調べる。 (1)巣の分布と巣をかける樹種、巣 ・営巣木の高さ (2)巣での繁殖状況 (3)巣 ・漁場

での行動 ・観察例の集積(4)県内での目撃 ・繁殖 ・撒き餌漁の状況および経年変化 (文献調査)

3 方法

調査は2012年6月8日に開始し同年9月8日まで、週に 2........3回、 2時間程度行った。加えて、

休日に月 2回程度半日調査を実施した。 9月8日以降は、月 2回のベースで越冬個体がいなし、かを

調査している (12月現在)。

(1) 熊本で目撃例が多い水前寺公園や江津湖、 秋津方面の公園や公共施設、 街路樹など、の10m以上

の高木がある場所で、ササゴイの巣の有無を調査した。調査した木は数百本以上である。

(2) (1)で発見した巣の近くで週に 2........3回、雛の育ちの状況、雛 ・幼鳥 ・成鳥の行動及び数の変動、

巣を出入りする成鳥 ・幼鳥の行き来した方向を調査した。

(3) 過去にササゴイが漁場として利用 した場所でササゴイの行動 ・漁の様子を調査した。

(4) 日本野鳥の会熊本県支部が保持されているデータをもとに、県内での目撃 ・繁殖 ・撒き餌漁の

状況とその経年変化を調べた。

4 結果と考察

(1)巣の分布と巣をかける樹種、巣・営巣木の高さ

方法(1)により 、12か所でササゴイの巣を確認した

(図 1)。熊本テルサに6ヶ所と一番多くの巣が集中し

コロニー性があることを確認できた。巣をかける樹種

は、クスノ キ (9本)、ケヤキ (3本)に限られてい

た(表 1)。巣をかける木の高さは、11.4........26.5mで、あっ

た。ケヤキの方が低い木でも巣をかけていた。巣の高

~1 7]<前寺公園江津湖付近のササゴイの栄の樹種と高さ

|ふ 距離 角庫
本町高き 畢町高さ象

場所 樹種
X(m) 8 

h(m)= 角直8 h':(;")~ I~ 
α+Xtan8 α+Xt品川n8 用

岬1杭湾中央公園 ヲスノキ 1951 36・ 15.8 32" 13B I X 

.M21 ~~山~，公園 サヤキ 2451 27' H.1 24' 12.61 x 
民1 植t~園近〈 |ヲスノキ 2671 43' 26.5 32' 18.31 x 
自E 画図晴 |ヲスノキ 176145・ 19.3 39' 15.91 x 
101 ナルサ |ヲスノキ 19.6143' 20.0 36' 15.9 
T但 テルサ 1 ，;.ノキ 22.8146・ 25.3 31' 15.4 
T閃 テルサ |ヲスノ 22.8146・ 25.3 30' 14.8 
104 ナルサ 1 ，;.ノキ 257143' 25.7 30' 16.5 
100 ァルヲ 7ヤキ 13.9135' 11.4 32' 10.3 
1C崎 テルヲ 'Jヤキ 1521 39・ 14.0 24' 8.4 
附 |事前寺揖撞場1 ，;.ノキ 16.6152' 22.9 32' 12.0 
K位|糊 寺鮒!I，|ヲスノキ 21.0 41' 19.9 34' 15.0 I X 割高(叫
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なぜサルスベリには雄しべが2種類あるのか

熊本県立八代南高等学校・熊本県立八代清流高等学校 科学部2年

1 研究の目的

サルスベリの花を観察すると長さも本数も異なる 2葎類の雄しべがあることに気づいた。そこで

サルスベリがなぜ2種類の雄しべを持っているのかについて研一究することにした。

2 実験と結果

医亙日サノレスべりのJヒの各構造の数とJ序状 [結果〕

〔方法〕本校理科棟前のサノレスベリの花 (20個)に

ついて，ピンセットを用いて解剖し，雄しべ

と雌しべの数と長さ・形状について調査した。

区亙ヨサノレスべりに集まる昆虫の調査

8: 
長さ(mm)

• 
住Jl・満

I!i(布告〉色

雌しペ

1 

24 

ゆるいS字型

下関曹

ー

長い雄しべ 短い纏しペ

自 44 

24 14 

ゆるいS字型 I字型

下向e 土向曹

反緑色 貧色

〔方法1]午前9時と午後 1時にサルスベリを訪

れている凶虫を採集する。

〔方U~II ]サルスベりそ訪れているセイヨウミ

ツパチをビデオ撮影する。

[結果 1]サルスベリを訪れる比虫 [結果11)セイヨウミツバチの採餌

島園

"."" 

... .・騎 ・0・‘ - 置....-

......ヨ9・91停

・秒骨子宮"、ナ'J.lf'J

.曹式耳陣

.，マ'，~

-岬叩Eヲ"，‘z
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匡亙司民い雄しべの花粉と短い雄しべの花粉の比較

[)J法 1J乾燥した花粉および湿潤した花粉の観察

ー一一一 長い雄しべと短い雄

しべの隙聞にもぐり

こむように花粉を採

取するc

① ピンセットで雄しべ(L)および(s)在摘み取りスライドガラスに蔚部分を付着させ，カパ)

ガラスをかけて観察する。

② スライドガラスにlO%スクロース寒天培地を少量乗せ，蔚部分をイ、J着させカバーガラスをか

ける。

〔結果1]

長いまl主しベ
の-11:;粉

【乾燥時]

短い雌しべ
のす世粉

a・・
長い雄しべの花粉 短い雄しべの花粉
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D!IIU閏時1

乾燥時は~'ちらも楕円形で長い雄しべの花

粉が飼い雄しべの花粉よりも小さいが，水

分を含むことでどちらも球形となり) I剖じ

大きさになったの



CH法11J花粉符伸長の比較

の ー穴スライドガラス 6枚の穴部分に10%スクロース寒天尉地を少量のせる。

② ~天培地の片方に長い雄しべ，一方に対し 、雄しべの荷を小l荷させ花粉をまし

Q) @のスライドガラスをAくを浸した脱脂綿を入れたタッパーで保管する。

④ 30分おきに取り出しp カパ』‘ガラスをかけて観察し，カメラで撮影するD

⑤ 写真の花粉20個の花粉管の長さを定規で測定し半均値を求めるの

@ 写真の花粉150個について，花粉管が111ているものを数え，発弁率を求めるの

[結果11J花粉管伸長の推移 花粉管の発芽率

• 発 副
主キ 咽

率 制

(%) ~・

花粉管の仲長は長い雄しべの

花粉は短い雄しべの花粉よりも

速く仲長していたc また1~粉管

の発芽率も長い雄しべの花粉が

知:レ、雄しべの花粉を上回った。

'・a

同調・・・
m

g
咽

a
z耳
目
仰
咽

e・
掴
砕

0・
-圏、田畠3 団咽咽 際関(分)

〔方法rnJ ペーパークロマトグラフィーによる花粉中の粧の検山

① グ、ルコース水裕液 (0.1%，0.3%， 1.0%) を10μしずつろ紙にスポットし3 展開液にて展開

後，発色試薬を噴霧して発色させるの(対照用)

②長い雄しべの荷および短い雄しべの蔚O.lgに水 5mlを加え，乳鉢ですりつぶし，T-製櫨過器で摘

過した液を10μ[ずつスポット後，①左同様に展開 3 発色させる。

〔結巣rnJ
図2

ク、、ルコース イと事}中の
換算 1農度

花粉 (L) 0.05% 2.5% 

花粉 (S) 0.075% 3.8% 

※L 長い雄しべ
s 短い雌しべ

3 考察
(似1111'.ーから0.10/<】， 0.3悦， 1.0% 1文12たから花粉(L)，花粉(s))

セイヨウミツバチは長い雄しべと短い雄しべの問の空間にすっぽり人る形で採餌をしていたc そ

の際にミツバチの羽や背に 下|白|きに付いた長い雄しべの蔚が触れていた。めしべの柱頭もドを|白lい

ていることからミツバチを介して受粉が行われ・ていると考えられた。そとで長い雄しべの花粉Lが

受粉崩で3 短いS方は昆虫誘引用ではなし、かと考え2種の花粉の比較を千丁ったc (以降L.!::Sで表

現する)花粉を乾燥時と?恨潤時に分けて観察したところ、乾燥時ではLよりも Sの方が大きかった。

これは雄しべLの軒は空中に吊られた形になっており乾燥しているが，雄しべSは持集しておりr!iiJ.
り気をd酔びているためではないだろうか。 ー方で温j問時には同じ大きさとなったc つまり Lのほう

がSよりもより多く吸水し、膨張率が大きいといえるc 花粉管はLのほうがSよりもより早く伸長

を開始し，最初の 1時間では2倍速で{中長することが分かった。これは花粉の吸水量(膨張率)の

長が関係しているのではないだろうか。また発芽率に閲しでも花粉Lが花粉Sのおよそ 2倍で推移

したa これらのこ左から花粉SとLが同時に受粉した場合，花粉Lの)jーが

発芽率や伸長速度の観点から，受精に有利であると考えられたU また花粉L

では精細胞が見られたc(右図)一方で花粉Sでは精細胞を観察できなかった。

このこ とから花粉Sは花粉管を伸長させるこ左ができても，受精能んがない

ことが不唆されるG またベ」ヅ"'~喝クロマトグラフィ ーによるグ)レコース量の

測定の結果， sの方がグノレコースをLの1.52仙含んでいることが分かったの

昆虫を誘引する食聞としては花粉Sの方が優れているといえるの
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御船層群の古環境~火山豆石の形成過程~

熊本県立湧心館高等学校 1年竹下 勇二

熊本県立第一高等学校 2年小田涼香ほか10名

1 動機および目的

御船層群の凝灰岩中には、所どころ「火山豆石」とよばれる火山灰でできた直径 1センチメートルほ

どの丸い石がみられる。私たちはこの不思議な火山豆石について調べ、その形成過程を推察することで、

御船層群がつくられた大昔の環境を考えた。

2 方法

上益城郡御船町白岩に分布する前期白亜紀(約9000万年前)の御船層群の地層から、火山豆石やそれ

らが含まれる凝灰岩を採取し、露頭や岩石等の肉眼観察や、岩石薄片を作製し顕微鏡観察等を行った。

また、新燃岳の火山灰を用いた火山豆石形成のモデル実験や文献調査を行 事

い、火山豆石が形成される過程について仮説を立て、その検証を行った。

3 結果

(1) 露頭観察や豆石の計測・計算等から分かつたこと

・豆石の断面はすべて楕円形で、長軸(a)や中軸(b)は層理面に平行である。

-豆石が密に含まれる凝灰岩では、体積 1Lあたりに少なくとも1183個の豆石が含まれている。

-豆石211個の 3辺 (a:長径、 b:中径、 c 短径)の計測より豆石は回転楕円体をつぶした形である 0

・豆石 3辺の計測結果をもとに体積を求めると、平均体積は0.40cm3、平均密度は2.33g/cm3である。

また、こうして求めた体積から豆石を球形と仮定

し大きさを考えると、直径は平均9.18mmで、豆石

の粒度分布から、直径 7~10mmの豆石が多いこ

とが分かる。

(2) 豆石の肉眼観察から分かつたこと

-丸いものと欠けたものがある。

・豆石どうしが密着しているものがある0

・表面に黒い“皮"のような部分がある。
ガラス質火山灰 (K-Ah)

-豆石の周囲にはかけらがあり、角があるものとないものがある 0

.豆石の内部には同心円状の構造が見られる。

・豆石内部には白い粒が見られるものもある。

(3) 豆石を含む凝灰岩の薄片観察から分かつたこと

・豆石とその周囲は細粒で均質なガラス質火山灰か

らなる。このことから、豆石は火山灰でできてお

り、豆石およびその周囲は凝灰岩と言える。

・豆石の中心付近は少し粗粒な火山ガラス(大きな

ものは約200μm)、表面の“皮"の部分は少し細

粒な火山ガラス(大きなものは約10μm)からなる。

・豆石内部に見られる同心円状の構造は、火山ガラ 火山豆石およびその周囲

スの粒度の違いによる。

4 考察(観察や実験から考えられる豆石形成過程について)

医r"，l1火山灰はどうして集まったのか?

豆石の中心付近
(x 10、開放=コル)

火山灰を強く握りしめて力を加えても、固まらなかった。そこで、スポイトや霧吹きを用いて、火山

灰に水を加える実験をした。火山灰に水を含ませると、火山灰が集まり丸くなる。できたものに粘性の

低い瞬間接着剤を加えて固めたり、水の代わり lこ瞬間接着剤で作ったりしたものには、内部に同心円状

の構造が確認できた。この同心円状の構造の原因は、構成粒子の大きさの違いである。

医r"，21火山豆石ができた場所は、地面or上空のどちらか?

はじめに豆石は地面でできたと考えた。火山灰が降り積もった斜面に雨が降ることで火山灰が丸く集

まると予想したが、急な傾斜に水滴を垂らしても水滴は転がらずに、火山灰は丸く集まらなかった。次

に、火砕サージなどの強い風による豆石の形成を考えた。強い風の影響を受けているとすれば、風速の

変化などにより斜交葉理などの堆積構造が見られたり、豆石の長軸方向が大体そろった産状になったり
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するはずである。 しかし、そのようなものは見られなかった。また、火山ガラスが融けるなどの火砕サー

ジの熱の影響を受けた証拠も見られず、百.イ「ーがI也面でできたとは考えにくいことが分かったo

火山灰に水を加えてできたな石は、容易に廃れてし支う。そこで、それらを凍らせてみたU 凍らせた

ものとそうでないものとを、ある高さから落として強度の違いについて調べてみたc すると、凍ってい

ないものは、 5mほどの高さでほとんどが砕けてしまった。一方、掠ったものは大変硬く、豆石の形状

が保存されやすいことが分かったω

そこで、上空で火山Jj(に雲粒や雨滴が付着して集まり、さらに低渦により立石が蹴ってできたと考え

た。つまり、電ができるようにして豆石ができたと考えた。豆石と電とを比較すると、形状がきれいな

球体ではない点や、内部にIriJ心同状の構造が見られる点、そのbjL凶が構成粒子の大きさの遣いである点

など、類似点が多い。写経連した積乱雲等の中で、火山灰に雲粒や雨j闘が付着して小さなTi.石ができるじ

それらが ト昇気流によ り卜昇しながら、火山灰をイ、J-.t'させて大きく成長して凍る。凍った豆石が重くなっ

て下傘す‘る。その途中で氷が融け、強い上昇気流でまた吹き上げちれると、周囲の火山灰を新たに付着

してす泊ーはさらに大きく成長するG このような過程を繰り返しながら烹告が成長し大きくなる中で、形

状が回転楕円体となり、内部には同心円状の構造ができたと考えたc また、立石の“皮"の存1)分は、成

長した豆石が地 hに落下する直前に、表而の氷が融けてできたノ1<の弱し、l毘着)jにより、周囲に出う細粒

な火山ガラスを付着することできたと考えたり

置亙司火山豆石ができた上空とは、噴煙柱の中01'噴源から離れた上空の雲の中か?

御船同昨の火山豆石が含まれる碇灰岩やその上下の地問中には、火山の噴源付近に見られるような溶

岩流や相府fな堆積物が比られなかったのまた、凝灰岩が納杭な火111ガラスだけからなることや、凝灰岩

やで').合の構成物が広域テフラどして知られる鬼界アカホヤ火山灰 (K-Ah) と似ていることから、ち:ィゴの

周回の部分は噴源から離れた場所で形成されたと考えられる。

また、豆石と基質部分の火山ガラスlたんきさに明らかな違いがある。一般に、|卑下火山灰の粒径は

噴融から離れると小さくなり、淘汰がよくなるじよって、大きさが令く異なるものがl司じ場所(噴悦)

から飛ばされてきたとは考えにくいD そのため、立石は噴源から離れた上空ででき、噴源から飛ばされ

てきて犠積した細粒な火lJ灰肘中に落下し、埋設したと考えられる。

蕗下中の豆千1の形状は、回転椅同体(中桂止短径は|ロlじ長さ)だと考えているc しかし、凝灰岩の鉛

由;断面です:心を観察すると、有:--0の長軸や中軸は層瑚面によド

行であり、水平方liTJに市11びた摘円形をしているつこのことか

ら、豆石が地積した後に地同による正銘刊ー用を受けたと考え

た。IJ.石は地層中に珂没した後、地層の圧密により阿転楕円

体から、それがつぶれた形へと変形したと考えられる。

5 まとめ(御船層群に見られるE石の形成過程)

(j) 火111豆析は噴掛から離れた積乱雲などの雲の中で、火111ガラスの火111灰に水滴が集まり、それが浦つ

て硬くなってできた(凶 1)心

(2) 強いト昇気流により卜昇・下降を繰り返しながら、火山豆石は大きく成長した。このとき、形状は

凶転楕同体で、内部には同心斗状の構造ができた(岡 2)白

(3) 火山π石は火山'

灰地に落下後、地

層1[1に埋没した。

その後、地層のj宅

密により損在の岡

転補円休をつぶし

た形へと変形した

(凶;.1)リ

6 今後の課題

御船屑群中に火山民を降らせた火山について、その噴火除式や噴源までの距離はどのようなものであっ

たのかの他の地点に分布する榔船層群の豆ィ守を合む凝灰岩の層!ザや豆ィ可の産状等、噴11'1物(火 11ガラス)

の大きさや形状などをより詳しく調べたいu さらに、過去に噴火記録のある火山の中から類似したもの

を探し、それと比較することで御船屑群形成時のより詳細な古環底の推測を試みたい。

豆石を含む凝灰岩の鉛直断面

-
g
d
 

図 1 図 2 図 3

【参考文献1
・1IAILSTONI!S (C:~tlrb 包nd N包IWyKnigtl) ・ウィキペディア ・『火山の話.Jl(巾キl一明、指波新香)

『以象 ・ 天試l主|のぷみ方 ・米しみ方~ (木村組f台、成長官全出版) ・『丸急のしくみ・ 天気|文|の見方~ (木原巣、 1婦の友利-_)

『急設系の数字事典~ (松尾吉知・J癌場芳一、市ヶ行間j版社) ・『事l耐 火山灰アトラス~ (IIIJ田洋・新井房夫、束hZ大'字削民会)
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賞J
パルスパワーによる水の浄化について

優

物理部

実験内容

川の上流、中流、下流の水、洗剤を混ぜた水をナノ秒パルス放電にあで['OCの変化を調べるc 実

験装置色ナノ秒パルス電源とTOC測定装置を使う。

熊木県立熊木阿而等学校

実験方法

① 白川の上流、中流、下流の水を採取する

② 水道水に洗剤を出ぜた水をつくる

③ 300Hzで:30分放電処理を行う

④ 処理前と10分、 20分、 30分間放電処理した永のTOCを計る

2 

実験結果

処埠一前、 10分、 20分、 30分間放電をあてた後の水の色の変化は見られなかったc TOCの数値は、

全体的に減っていた。

3 
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洗剤を混ぜた水も、 TOCの怖が減ったが、

減ってもTOCの値が高いことがわかった口洗

剤には、多くの有機物が合まれていた。

加20 

処理時間(min)

10 
中流より上流のほうがTOCの値が、高いの

が分かるc ) 11の合流や、上流に何かなし、かな

ど原凶を調べてみたが、はっきりとは分から

なかったc

まとめ

・放電しでも、 川|の水の色の変化は認められなかった。

• ) [1の水にナノ秒パルス放電をあてると、川の中にあるTOCがオゾンにより分解されTOCの値が減っ

た。

4 

感想

• ) 11の水のきれいさは見た門では判断できないことがわかりました0

• ) 11の水を取りに行ったりしてとても来しい研究ができました。

5 

謝辞

実験に協力してくださった、熊木大学T学部の浪半先斗:および浪半研究窒のみなさんにとても感

謝しますc
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色の足し算 Part6 ""'-'スマホ分光器~

熊木県立八代清流高等学校・八代雨高等学校 科学部

1 研究の目的

最近、急激に普及してきたスマートフォン(スマホ)は、コンピュータとしての側面を持ってい

る。このスマホにDVDを使った分光器を装着し、画像を解析するアプリケーションソフトを開発

することで、ポケットに入る分光光度言|を制作しようと考えた。

2 研究の方法

(1) DVDを反射版に使った分光器を、スマートフォンに装着する。撮影した画像から色情報を数

相化し、グラブを表示するアプりケーションを作成するc

(2) 撮影に必要な光量等の条件を確認する。また撮影した画像に、波長国椛をつける。

(3) 溶液等の色を撮影し、スベクトノレをグラフ化する。

3 研究の結果

4 

(l) アプリケーションの開発にはIvlac用 iXωde4.2Jを使用した3 アプリケーシゴンに備える機能

として、①内蔵カメラで撮影 ②画像の中から範囲を指定 @明皮のグラブを表示 の3点を装

備 したc 作成したアプリケーションの画面を下に示す。

(2) 波長目盛をつける光源として1;:光灯を利用したc 世光灯のメーカーに問い合わせて波長特性を

教えてもらい、撮影した阿像に波長目盛をつけることができた。

またスマホのカメラは感度がf尽く、照度IOOO，..._. 5000 1 ，Xが最適と分かつた。

(3) B T B溶液の色をスマホ分光器でj最影し、グラフ 0.9 

化したc そのままでは波形の解析が難しかったため、

対照;A験として光棋のスベクトルを撮影し、その色

と比較した相対値でグラフを作成してみた。すると

BTB  溶液の波形の変化がはっきり分かった。

また分光器を使わず直接スマホのカメラで撮影す

ることで、見た目の色をその場でグラフ化すること

もできたc

研究の考察

スマ」‘トフォンに分光器を装着 し、専用のアプリケ

ーションを導入することで、千-梓ーに持ち運びができか

O.8 ~ 
0.7 

0.6 

雲0.5

~ 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 。

ーー酸性

650 550 45D 

波長 (nm)

350 

っその場で分析結果まで表示できる測定機器を作ることができた。まだまだ機能的に不十分なとと

ろや、実際に使ってみないと分からないことも多いが、スマホ分光器によってこれまでにできなかっ

た測定方法を開発できたと思う c
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スリンキーを科学する

熊本県立松橋高等学校物理部宮署貴大・龍野正志・松内 光

1 スリンキー (Slinky) とは
スリンキーとは、アメリカで生まれた鉄やプラスチックをばね状に加工

したおもちゃであるが、非常にユニークな動きをするのが特徴である。

2 研究の目的

スリンキーを手で持ち、手を離すと上部からもとの形に戻り、下部が動

かなかった。ばねの両端には同じようにもとの形に戻ろうとする力が働く

はずなのに、なぜそのような動きをするのか興味を持った。

3 研究の方法①-1
金属やプラスチックのスリンキーの落ちる様子を撮影する。

金属製スリンキー(下の方を拡大 ハイスピード動画で

金属製のスリンキーの動きをハイスピード動画で撮影したものを見ても下の部分は動いていなかった。

プラスチック製のものも同じ現象が見られた。

4 研究の方法②ー 1 実験

100 g用実験ばねを使って、フックの法則が成り立つことを確認する。約20gのおもりを 1つずつ、つ

り下げてそのときのばねの伸びをグラフにした。そうするとほぼ直線の値が得られた。縦軸との交点は、

実験用ばねの初張力と考えられる。

ばね 1[ばね定数 2.52N/mJ初張力0.0108N ばね 2 [ばね定数 2.46N/mJ初張力0.0019N

5 研究の方法②ー 2 実験

ばね 1とばね2を直列につなげて実験した。ばね 1+ばね 2 [ばね定数 1.25N/mJ初張力0.0453N

ばねを直列接続したときの合成ばね定数は K=拾で求めることができるが、段以誌が入るの

で、少しずれが生じていると考えられる。実験はおもりをつり下げていくときと取り除くときの値を平

均した。

6 研究の方法③

スリンキーのばね定数を測定する。

スリンキーには、おもりをつけるフックがついていないので、一番下の

部分の 2箇所におもりを交互につけることにした。 20gのおもりを 1つず

つつり下げ、ばねの伸びを測定し、グラフの傾きからばね定数を求めた。

①金属製スリンキー (35回巻 直径7.5cm) [ばね定数 1.47N/mJ 
②PVC製スリンキー (35回巻直径7.4cm) [ばね定数 O.296N/mJ

③PVC製スリンキー (50回巻直径9.8cm) [ばね定数 O.341N/mJ

④PVC製スリンキー (20回巻直径9.8cm) [ばね定数 O.924N/mJ

⑤PVC製スリンキー (10回巻置径9.8cm) [ばね定数 2.03N/mJ

7 まとめ
① スリンキーは、材料や巻き数に関係なく引張コイルばねの仲間と考えてよい。

② ばねを鉛直方向につるすときには、ばね自身の質量によって、上 I t F 

部と下部の間隔が変化することが分かつた。スリンキーの巻き数が ιーヘ ~霊カ 官F'

増えても下部の間隔はほぼ変わらないことも確認することができた。 ~ミこさ ~， ('主重カ

③ ばね 1巻きずつに注目すると図のような力がはたらくと考えられ た二百 '---+よ，
るので、下に進むにしたがって弾性力は小さくなり、最下部では弾 主主歪 F=璽カ+F' ・
性力が大変小さくなる。 F'=霊カ+F"

④ 最上部は手が引く力が無くなると下向きの力のみになるので、下にさがる。

⑤ 最下部はつり合った状態なので動かない。

[参考文献]改訂版高等学校物理 1 (数研出版) 絵とき ばね基礎のきそ(蒲久男著、日刊工業新聞社)

スリンキー(フリー百科事典 Wikipedia) F-MASTER'S EYE (http://lst.geocities. ip/f_masterOOl/) 
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簡易分光計の製作と光の波長測定

熊本県立熊本寸て業高等学校物理部 2年 山下 和博

1年石原拓海・高橋和宏

1 研究の目的

光の波長を簡単にかつ精需に計測する方法はないかと考え、スベクトロメーター(分光計)の原

理を応川することにした内占い大型の分度器を利川して、半円形のスクリーンをもった簡易分光計

を製作し、 He-Neガスレーザーの波長を言|測した。

2 研究の方法

|円|折格子に光を当てると、干渉が起き、スクリーン

卜にし、くつもの明点が生じるc 人射方I~J とこの明点の

なす回折角 οを読み取ることにより、)¥:;の波長λを
dsin e λ=一一五一一(m=1， 2， ...) 

の式から、言|開することができる。

3 研究の結果

使用光源 He-Neガスレーザー(波長:6.328X10'm) 

(ただし、以下の表で e=( e ，_ e円 )/2であるJ

(1) 回折格子:100本/皿(ガラス製，透過型)

格予定数:d =1nnn/100=1.0000 x 10-'阻二1.0000 x lO-'m 

斤1
。， 。" 。 sin e λ(x 10マm)

l 93.8 86.2 3.8 0.0663 6.627 
2 97.1 82.9 7.1 0.1236 6.180 

3 100.9 79.2 10.85 0.1882 6.274 

4 104.4 75.5 14.45 0.2495 6.238 

5 108.0 71.7 18.15 0.3115 6.230 

6 112.0 67.8 22.1 0.3762 6.270 

7 11 !1.8 64.1 25.85 0.4360 6.229 

(2) In[折格子 :200本/皿(ガラス製，透過型)

格チ定数:d=lmm/200=!1.0000X 10 3mm=5.0000X 10 'm 

斤1
。， 。" 。 sin e λ(X 10守m)

l 97.4 82.6 7.4 0.1288 6.440 
2 104.7 75.2 14.75 0.2546 6.365 

3 112.1 67.8 22.15 0.3770 6.284 

4 120.1 59.9 30.1 0.5015 6.269 

5 128.9 51.2 38.85 0.6273 6.273 

6 139_9 41.3 49_3 。.7581 6_318 

7 152.0 28.4 61.8 0.8813 6.295 

(3) 回折格子:1200本/凹(ガラス製，反射型)

4 研究の考察(まとめ)

λ(x 10 'm) 

6.284 

精J主
1.047 

0.977 

0.991 

0.986 

0.985 

0.991 

0.984 

精J主
1.018 
1.006 

0.993 

0.991 

0.991 
0_998 

0.995 

物瑚 1 (数1U[-出版)より

実験の様了・

(反射型)

(1)従米の方法と比べて、簡易分光計の測定の方が角度を測るだけなので簡単であったc

(2) 簡単な実験方法にもかかわらず、得られた精度は非常に高く多くが::1::1%以内であったc

(参考文献 :明治六学理工学部 基礎物理学実験テキスト)
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金属樹にきたいする

熊本県立第二高等学校化学部中村 孝・土手佑真・辻本 真

1 研究の目的

塩化銅 (II)水溶液にアルミニウムを加えて金属樹を作ったところ、教科書や図説で見るかぎり

発生するはずのない気体が確認できた。そこで、この気体は何なのだろうかと思い調べてみた。

2 研究の方法

基本となる実験方法は、試験管に塩化銅 (II)水溶液4mLをと り、金属を入れて金属の表面の様

子を観察した。溶液の濃度は、 1、 2および3mol/Lとした。金属には、マグネシワム、 アルミニ

ウム、亜鉛、鉄(鉄釘)、スズ、および鉛のいずれかを用いた。

3 研究の結果および考察

(1) 気体の発生

銅とイオン化傾向の差が大きい金属ほど、気体の発生

が激しくなった。また、塩化銅 (II)水溶液の濃度が大

きいほど、 気体の発生が激しくなった。発生した気体を

水上置換法で集め、マッチの火を近づけたところポンと

音を立てて燃えたので、発生した気体は水素であると考

えた。

(2) pHの変化

発生した気体が水素だとすると、溶液中の水素イオン

が少なくなるので、水溶液のpHが大きくなると考えた。 し

かし、 pHが最も大きく なったのは亜鉛を用いた場合で、

最も小さくなったのはスズ、を用いた場合であった。

(3) 気体の発生とpHの変化の関係

スズを用いた場合、水素が発生した。しかし、 pHが小

さくなった。イオン化傾向により、スズがイオンとなり

塩化銅 (II)水溶液中の塩化物イオンと反応して塩化ス

ズ (II)が生じた。 この反応と同時に加水分解が起こり、

塩酸が生じたためpHが小さくなったと考えられる。

(4) 沈殿物の有無

マグネシウムを用いた場合の水溶液は青白色であった。

この沈殿物を遠心分離機にかけてアンモニア水を加えた

ところ、沈殿物がなくなった。つまり、沈殿物は水酸化

銅(II) であると考えられる。また、アノレミニウムを用

いた場合の水溶液は白色で、ゲ、ノレ状で、あった。この沈殿

物に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、沈殿物はなく

なった。つまり、沈殿物は水酸化アルミニウムであると

考えられる。これらの沈殿物は加水分解によって生成さ

れると考えられる。このとき、水素イオンを生じたため

pHが小さくなったと考えられる。
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表1.塩化銅 (n)水溶液での気体の発生
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図2.沈殿物の確認

Cu2 I +2H20→CU(OH)2+2H1 

AI3++3H20→Al(OH)3 +3H+ 

図3.銅およびアルミニウムの反応
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水酸化鉄(III)コロイド溶液に関する研究

熊本県立熊本西高等学校 化学部

1 研究の目的

水酸化鉄(町)コロイド溶液の牛ー成メカニズムを解明し、また、成功する実験条件と水酸化鉄(町)

コロイド溶液のd主質についても調べることを目的とした。

2 研究の方法

(1) 沸騰水に加えるFeCl3仰の濃度(実験 1)、 FeC13叫の滴下法(実験2)、FeC13αqを加える水の

温度(実験3)、水の温度左FeC13仰の温度(実験5)、加えるFeCl3aqの体積〈実験6)を変え、

コロイド生成への影響を調べる。

(2) 水50mLに4mol/LFeCL aq 3 mLを加えた後加熱し、コロイドが坐成するかを調べる。〈実験4)

(3) 水酸化鉄(皿)を加熱して水酸化鉄(m)コロイドが牛成するかを確認する。(実験7)

(4) 失敗時に生成する黄褐色の物質は何かを調べる。〈実験8，9) 

(5) 色々な塩の水溶液を加え、凝析の効果を調べる。〈実験10)

3 研究の結果と考察

(1) 実験1より、 FeClaαqの濃度が濃い方がコロイドは生成しやすい。

(2) 実験 2より、一度にFeCLaqを加える方法はコロイドの牛ー成には適していない。 FeCLaqを一

度に加えると黄褐色(失敗)になるのは、水温が部分的に急激に下がり、高温の水と反応できな

い塩化鉄(m)が生じるからではないかと考える。

(3) 実験3より、コロイドが生成するためには高い温度が必要であることがわかる。

コロイド生成の反応は次式で示される。 FeCI3十3H20→Fe(OH)3+3日Cl

との反応の逆反応は中和反応で、発熱反応であるととから、正反応のコロイド生成の反応は吸

熱反応になる。このことからも、反応には高い温度が必要なことがわかる。

(4) 実験4より、水にFeCls仰を加えた後に、沸騰させてもコロイドが生成しない。反応物のもつ

エネルギーは最終的に実験2などの成功の時と同じになることから、コロイドが生成するために

は、塩化鉄(m)が少しずつ高温の水と反応するこ左が必要である左考えられる。

(5) 実験5、6より、 FeCl3aqの温度が高くても一度に大量に加えるとコロイドがうまく生成しな

い。コロイドの牛.成には、 FeCLaqを少しずつ加える必要がある。

(6) 実験 7より、水酸化鉄(皿)を加熱しても、水酸化鉄(皿)コロイドにはならない。このことから

水酸化鉄(m)コロイドが生成するときは、反応で一旦生じた水酸化鉄 (m)が水酸化鉄(m)コロイ

ドに変わるのではなく、反応で生じた水酸化鉄(m)がそのままコロイド、に変わっていくような、

連続的な変化が起こっているのではないかと考えられる。

(7) 実験8より、生成したコロイドにFeCla句を加えると沈殿が生じた。この沈殿は失敗した左き

に牛ーじる黄褐色の沈殿に似ている。また、実験9より、硫酸ナトリワム水溶液中でコロイドをつ

くるとそのまま凝析が起こる。これらのことから、失敗時に牛宇じる黄褐色の沈殿は、未反応の塩

化鉄(m)がコロイドを凝析させていると考えられる。

(8) 実験10より、水酸化鉄(皿)コロイドは正に帯電しているので、価数が大きい陰イオンが凝析を

起こさせやすい。 2価の陰イオンの効果は、 1価の陰イオンの効果の単純に 2倍にな らず2価の

陰イオンの凝析の効果はかなり大きいととがわかった。 1価の陰イオンで、はNaOHた、けが、沈殿

を牛ムじた。これは凝析というより共通イオン効果により沈殿したのではないかと考える。
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電解質を科学する ~蒸しパンについて~

熊本県立松橋高等学校 上田 克治・遠藤涼介・藤枝購入・上野琢磨

1 研究の目的

電解質を含んだホットケーキミックスにステンレス電梅を使って電気を流すとジュール熱が発牛ー

する。その熱を利用してできあがる蒸しパンの表面に黒い物質ができることがある。その原因と安

全性を探る。

2 研究の方法

(1) ホットケーキミックス、小麦粉左塩化ナトリウム、小麦粉k炭酸水素ナトリウム、小麦粉左牛

乳、小麦粉と仰などでステンレス板を電極として、蒸しパンをつくり、黒い物質ができやすい条

件を探る。

(2) 黒い物質の牛ー成に関わっている物質が何かを探るため、小麦粉と塩化ナトリウム、小麦粉と炭

酸水素ナトリウムに交流でなく i盲宇流で電気を流し、黒色物質がどちらの極で生成するかを調べる。

(3) ステンレスが与える影響を調べるため、ステンレス、白金及び炭素棒を用いて電気分解を行っ

てみる。

(4) 蒸しパンの黒い物質が何か試薬を使って探る。

-今回使用したステンレス板は、フェライト系ステンレス SUS430で、主成分の鉄にクロムが

16"'-18%含まれ、磁性がある。

3 研究の結果

(1) 小麦粉と塩化ナトリワムの場合、ステンレス板の酸化が激しかった。また、ステンレス板表面

の光沢が少ないほr、黒い物質が多くできた。ステンレス板表面の酸化と黒い物質は関係がある

ととがわかった。牛乳や卵が牛地に入っていると、メイラード反応(アミノ化合物+カルボニル

化合物) がおこり 、褐色で固くなる。黒い物質とは分けて考えた方が良い。乳化剤が入ったホッ

トケーキミックスも黒い物質ができやすいことがわかった。

(2) 小麦粉と塩化ナトリウムの場合、+極では縁色の物質が、一極では電極付近に固形物ができて

いた。小麦粉k炭酸水素ナトリウムの場合でも、片方の極版に固形物が付着するため絶縁され、

生焼けになりやすい。

(3) ステンレス電極での塩化ナトロウム水溶液の電気/利平では、+極に灰緑色の水酸化クロムCr(OH)" 

と水酸化鉄(m)の沈殿を確認した。炭酸水素ナトリワム水溶液の電気分解では、気泡と気体を確

認した。白金電極や炭素電極を用いると、色の変化はまったくなかった。

(4) 蒸しパンの黒い物質からは、鉄イオン(皿)が検出された。黒い物質は、酸化鉄(m)が主成分と

考えられる。

4 研究のまとめ

(1) ステンレス板の酸化しやすさを防ぐためには、より光沢のある面で行う方が良い。

(2) ステンレス板は、表示を確認しフェライト系を選び、磁石でも確認する。 フェライト系ステ

ンレス SUS430を選択することにより、ニッケルの毒d性を避ける ことができる。

(3) 鉄(m)イオンと同時にクロムイオンも溶け出している可能性がある。クロムイオンの価数は三

価と六価が考えられるが、六価は有機物により、三価に変化するのでごく微量であれば必須ミネ

ラルとなり 、毒性に問題ないと考えられる。
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屈折糖度計の研究第6報

熊本県立球磨ア業高等学校 2年 磯 田 惰成

1 研究の目的

中和反応の観察には、 pH指示薬やpHメーターが使用されるc 今回の研究では、中和反応を屑折

精度計で観察し、その測定値(以下Rrixと呼ぶ)の変化を解析することをH的とした。

2 研究の方法

1価の酸・塩基について、 1mol/Lの水溶液を調整した。

酸IOmL~こ適切なpH指示柴を加え、 ピュレッ トより塩基を滴下し中和じた。その様了ーをデ、ジタノレ

温度計 (AD-5624)、pHメ←タ← (PH-230SD)、ベン糖度・濃度計 (PEt¥-J) で測定した。

3 研究の結果

塩酸:O.938moI/L， l.017g/mL， I:lrix 5.3%、酢酸:O.719moI/L， l.005g/mL， I:lrix 2.2%、水酸化ナ

トリウム水溶液:1.020mo1/L， l.040g/mL， Rrix 7.3%、アンモニア水:O.977mol/L， O.989g/ml勺 Rrix

O.5~もの 4種類の水溶液を組み合わせ、 中和反応を行ったり

pH 図 1 HCI-NaOH Brix pH 図2 HCI-NH3 
Brix 

14 6.0% 14 6. 0目
一'pH-Brix 

5.0弘
5. 0覧

---ーーー守ー・---・・骨ーー-ーーー--
7 i ¥ ， I 

~ 7 4. 0% 

4.01& 
3. 0見

--ー一ー-ーーーF

u.pH -Brix I 
3. 0略 。 2. 0覧

OmL 10mL 20mL OmL 10mL 20mL 
水酸化ナ トリウム水溶渡の滴下量 アンモニア水の滴下量

pH 図3 CHpCOOH-NaOH Br ix pH 図4 CH3COOH-NH3 
Brix 

141 |5.0拡 14 4.0免
一.pH-Br i x 

4.0免
バ?く一一-一-

7 i .J/ 7 ト3.0免

3.0協 _---ー-

。と 一一pH-Br i x " 

2.0先 。 2. 0弘
OmL 8mL 16mL OmL 8mL 16mL 

水酸化ナトリウム水溶液の滴下量 アンモニア水の滴下量

図 1~4 に示すように、 HCI-NaOH: 谷型，中和点 (9.20mL， Brix 3.'1 %)、 HCI-NH~ :右下がり，

中和点 (9.60mL，3.5判)、 CH3COOH -¥laOH :右上がり，中和点 (7.05mL，3.4%)、CH3COOH-NH3: 

山型，(7.30mL， 3.3%) の4種類の形のBrixのグラフボ得られた。

4 研究の考察(まとめ)

屈折糖度計は、pHメーターと比較するとメンテナンスも簡単であり 、校正は水道水で行うことが

できる。

中和の際、pHは中和点付近で急激に変化するが、Brixは徐々に変化していくため中和の進行を捉

えやすい。また、滴定曲線は酸や塩基の種類の影響を受けにくく、その形が大きく変わることはな

いが、日t'Ixのグラフは酸や塩基の柿類の影響を受け大きく変化する。さらに、 pHの変化と同じよう

にBrixの変化も計算できるの
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デジカメ光度計測法と発光現象の測定

真和高等学校 化学部

1 動機

100円で売っているケミカルライトがきれいに発光するのを見て，様々な疑問と興味が湧いた。

そして，このような発光現象を研究するために，まずはその発光の強さを数値化しようと考えた。

2 実験方法

〈実験 1- 1 :光の強さの測定)

光度のわかっている電球を，デジタルカメラを用いて暗室で撮影した。 撮影した写真データは，

無料写真編集ソフト“GIMP"を用いて解析を行った。 解析方法は以下の通りである。

1.画像をグレースケーノレに変換する。

2. 画面上で発光している部分を測定し， RGR値の平均値(ピクセル値)を算出する。

(実験 2:ルミノールとH202の濃度調整〉

A液 3mL : 0.30mol/L NaOH水溶液+ノレミノーノレ0.001g~O.Ol Og (固定の際はO.OOlg)

B液 3mL:Jむ[Fe(CN)6J0.009g + 0 "'0.3% H202 (固定の際は0.3%)

A液のルミノールの量を0.001g~0.010gまで，もしくはH，O，の濃度を o %~3.0%まで変化させて，

発光量と発光時間の変化を観察した。

3 結果と考察

(実験1-1:光の強さの測定)

結果を表 1に示した。この結果グラフ化すると

SSごとにy=αln(x)+ bの関係があることがわかっ

た。計算を行ったところ， bは130で， aは

y= 12.305x+ 32.317 (xはSS段階)となった。

以上の結果から，光度とピクセノレ値の聞には

y = (12.3XSS段階十32.3)x ]oge(x)-130 

(x=光度， yニピクセノレ値)

の式が成り立つことがわかった。

(実験 2:ルミノールとH202の濃度調整〉

ノレミノーノレとH202はともに量を多くすれば，

光度が大きくなるというわけではなく ，一番光

度が大きい、かつ発光時聞が長くなる量がある

ことが分かつた。今回の試験管におけるルミノ

ーノレ発光は，ノレミノーノレの量を0.002g，過酸化

水素濃度を0.6%が最適濃度であることが分かつ

た。

表 1 F値と光度，ピクセル値の関係

~て 1 1 1 1 1 

4000 8000 16000 32000 64000 

14 111 67 34.1 20 16 

70 240 201 156 130 86 

90 ~ 242 162 130 86 

140 ~ ~ 209 158 102 

ピクセルルミノールの量の調整 (g)

70 ーーー0.001

60 ーーー0.002

50 
四回目0.004

ーーー0.006
40 

30 1!k 
ーーー0.008

Wも ーーー0.01

20 

10 

。
o 2 4 6 6 8 81012121416161820202224 秒
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ダンゴムシの行動

賞J優
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考察

ストローのTT分岐迷路で実験した結果、最初Jの分岐点では左折、右折には差がなかったが、そ

の後の分岐点では交替性転向l反応、が見られた分岐を 6藍にしていたが、最後まで交互に行動した

個体が、データ全体で日.7%と高い怖を示した(表 1)，

実験の観察から、ダンゴムシは危険に遭遇した場合、

まず丸くなって身を守り、次に様子を見て逃げ出すc

なるべく早く逃げ出すためか、障害物がないときはl白:

線的に進みできるだけ速くに行こうとしているように

思えるc また、障害物があれば、それを触角で倖認し

ながら確に沿ってに進むc このことから、ダンゴムシ

のう~替性転向反応は触角を頼りに迷路の壁沿いに|白;進し、障害物に出会った場合は触角で探索し、

なるべく直進できる方向に進むと考えられる。 T字分岐では時を探りながら進んでいたダンゴムシ

は、壁が途切れると壁のあった側をさらに探りながら少し偏った進路をとる(転向角 図7)。

のため分[1直後は迷路の反対恨.IJの壁沿いに触れながら進むことになる(図8)。

|字分岐迷路では分岐点で右折、与折せずに直進する個体が多かったが、ダンゴムシが単く逃げ

だそうとしていると考えれば、触角で直進も可能の場合は直進するとうまく説明できる(表 2)。

6 今後の課題

触角で道を探る接触止性で行動するらしいことはわかったが、触角でどれほど、どこを触れてい

るかはわからないc また、その迷路の幅とダンゴムシの体幅との関連があるか、足の運びについて

も今後明らかにしたい。
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主J
イボニシから見た熊本市西部沿岸域の環境

優

生物部

動機・目的

昨年、私たちはイボニシという内分泌かく乱物質(環境ホルモン)の影響を受けて雌が生殖器異

常を起とす巻員を調査した。調査個体数が少なかったのでもう一度調べてみようと思った。昨年採

取を行った結果、生殖器具常の見られた小島下町の継続調査を行い、内分泌かく乱物質の影響があ

るかを調べる。

2 イポニシの採取

(1) 採取場所 ・方法

熊本港、近津、小島下町、天草合津マリンステーションに行き、潮が引いた後、手で採取した。

なお、近津は個体の大きさが小さかったため採取は行わなかった。

(2) 内分泌かく乱物質(環境ホノレモン)について

環境に放出され、牛字体にホノレモンと似た作用を及ぼす化学物質の総称である。内分泌かく乱物

質有機スズ化合物は船底塗料などに含まれており、イボニシの生殖器異常が報侍されている。

3 実験方法

(1)雌雄の判別

イボエシの雌は、産卵期であれば、卵巣が成熟し鮮やかな黄色になる。 一方で、イボエシ雄の

精巣はこげ茶色をしているので、雌雄の判別を簡単に行うことができる。殻を割って雌雄判別

をした後、雌のイボニシについてペニスがあるかどうかを確認する。牛.殖腺が黄色であり、かっ

ペニスが見られた場合、その個体は生殖器異常である左判定する。

結果

熊本県立熊本西高等学校

坐殖異常
個体数

。

。
-

4

i

-

t

i

E

司
E

重量
(g) 

5.8士0.65
6.1 ::!::0.89 
6.3土1.25

4.7::!::0.83 
S忌士 1.21

5.64士0.53
7.1::!::0.96 

4.9::!::0.68 
4.7::!::0.53 

4.8::!::0.83 
6.4士0.73

殻l隔
(mm) 

18.9士0.64
18.6::!::0.86 
18.8::!::0.89 

18.5士1.10
19.7士1.93

19.6士0.87
20.7::!::1.31 

19.3::!::0.89 
19.2士0.75

17.6士0.83
19.4士0.85

殻高
(mm) 

33.4士1.51
33.7::!:: 1.56 
34.4土2.47

30.7土1.74
32.5土2.29

33.3士1.20
36.6::!:: 1.77 

30.4::!:: 1.49 
30.5土1.12

29.2土1.82
31.7::!:: 1.55 
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採取場所

小島下町ユ

小島「国J2

小島下町3

熊本港

4 

天草合津

考察

4つの採取場所で199個体を採取したが、生殖器異常の個体は小島下町で 2個体、天草合津マリ

ンステーションでは 1個体みられた。今回採取した異常個体のペニスは触角よりも短かった。文献

で見た生殖器異常の個体は、雄のペニスとあまり変わらない長さで、あったととを考えると、内分泌

かく乱物質の影響は少ないと思われる。熊本港は、過去の調査資料では、生殖器異常個体が発見さ

れていないので有機スズ化合物の影響はないと考える。また、小島下町については、咋年、牛宇殖器

異常個体が見つかっていたので、調査回数を増やした。有機スズ化合物の影響がなければ、熊本港

のように生殖器異常の個体は発見されないはずである。しかし、小島下町や天草合津マリンステー

ションで牛ー殖器異常個体が少ないながらも発見されたというととは、内分泌かく乱物質の存在を示

唆していると考える。

6 まとめ

熊本港左小島下町で、結果が異なるこ kに疑問に感じた。そこで、船に注目してみた左ころ、熊本

港での採取場所はほかの採取場所に比べ、官接的な船の出入りはない。 一方、小島下町は漁船など

が多く見られた。さらに、天草合津マリンステーションは対岸に合津港があり、漁船やフェリーの

往来が多い。このことが結果に関係しているのではないかと考えた。また、調査結果から生殖器具

常個体の観察頻度が少ないので、私たちが住んでいる熊本市西部沿岸域の環境は、有機スズ化合物

による深刻な汚染はないと考える。

※♂はオス個体を示す。

5 
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トンボ池のトンボ相E

~南方系のトンボの侵略~

熊本県立済々銭高等学校生物部 2年山下賢斗 ほか 8名

1 目的

f'f井川|遊水地のとl物相の調企をしていく中で多数のトンボがとl二息しているのに気づ寺、興味をもっ

たのでトンボ相の調査をすることにしたc

2 調査内容

(1)調査期間 、1;成23年10月~、11'成24年10月の放課後や休Hに行った。

(2) 調査場所 2年前から調合本:行っている熊本県熊本市坪井川遊水対t，にある池臼一②(通称トン

ボ池)、 トンボが多くとと息しており見渡しが良く、採集Jや観祭がしやすい場所であるc また、ア

オビタイトンボの1二息が確認されている熊木市τ'r.rnlllにある池の調企もわーったれ

(3)調査方法 トンボ池に生息しているトンボの成虫と幼虫を同視、カメラ、ビデオ、虫網を用い

る捕獲等々中心として記録した。採集などにより自分たちで分類が可能な積そ記録した。支た、

トンボでの姐iこ標識をつけての追跡調脊や標識+1子捕法を行った。ヤゴを手品|司で捕獲し宅内で飼育

レ、羽イkしたトンボの積頼者?調べたι

(-1)文献調査 トンボの同定及び、1:.態、記録等を図鑑Jやインターネッ トなどで調べたう

3 調査結果 表 1

(1) 3年間の調査の結巣 3年間の調査をしーて トンボ池において

熊本で線認されている トンボ¥:lo種の内27積の成虫、 9積の幼牛.

を確認する三とができたo (表 1) 

種名
トソボヨー

今イl'新たに記録できた種はアジアイトトンボなど7種でいず

れも確認個体数は少なかった。日十作聞き取り調査で記録したコ

アキヒメイトトンボは確認できたが、リュウキュウベニイトト

ンボは線認できなかったので未記録としたc この中で、コブキ

ヒメイトトンボは緋.泌冶倶揮、ペニイトトンボとウチワヤンマ

は準絶滅危恨種であるc

4 考察

3午聞の調査でトンボ池には長近進11¥してきた南か系のトンボ

も含む多数のトンボが牛息していることわかった。また、熊本県

阿辺のrrfI.を謝杏しても南方系のトンボの姿はあ主り見られなかっ

た。j;た、 9局のトンボのヤゴそ確認したことで、繁殖地として

利用されていることがわかったc また、生息数の減少が心配され、

絶滅危倶種であるコプキヒメイトトンボが多数確認され、準絶滅

危倶種であるウチワヤンマが 3年連続線認された。 トン7ボ〆池が ト

ンボの牛

~聖
コフキヒメイトトンボ @ 
ペ イトトツポ @ 
アオモンイトトンボ @ 
アジアイトトンボ ム
ヲロイトトツポ 。
セスジイトトンボ ム
セノワy 卜 2ポ @ 
オオアオイトトンボ ム
ハヲロトンボ 。
7'ヨスジ廿す工 ム
ウチワヤンマ 。
型イワンウチワヤンマ 。
ヲロスジギツヤンマ ム
ギンヤンマ 。
トラフトンオ; ム
オオヤマトツポ 。
シオ白ラトツポ 。
オオシオ白ラトンボ ム
ヨツポシトツポ ム
アオピ型イトンボ @ 

コフキトンボ 。
マユfヨァアカヰ 。
リスア白ヰ 。
コシアキトツポ 。
ウスパキトツポ @ 
チョウトンボ 。
合計 26~量
記録 @:多く見られた種

0;見られた種

e.;激は2少ないが見られた種

平戚21舘 10且"事戚24毎 10月

幼生

。。
。
。

。

@ 

。

@ 

8~量

アオビタイトンボが 3年問の調司杏隻で碓認され今|い川M叶10)の調脊で多数牛忠、しているごとがわかつ7たとc 今.

息場所はトンボ池とす.同 111 の池で確認できたが、他の牛息地の存在も~・えられるのまた、ヤゴは発

見できなかったので繁荊地の調査も必要であるc

分布の拡がりが心配される南方系トンボのアオピタイ トンボは両方の池で確認された三準絶滅危

快種のキイトトンボやベニイト トンボの牛.息を脅かすリュウキュウベニイトトンボは半田山の池で

見られたじ準絶滅危倶稲であるウチワヤンマの止牛ド

認された巴イ トトンボ煩の牛息に大きな影響そ及ぼしているアオモンイトトンボの大繁帰も確認で

きた。今後の変化が心配である《
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優 賞j

地点

A 

B 

(;1 

C2 

D 

lミ

大野川に見られるヒガタアシの生育状況について

熊本県立松橋高等学校 生物部森下 真伍 ・竹 原 尚希・松田 胡桃・地原あゆみ

動機と目的

-調合地点Cにおいて確認できた牛物は，シマヘナ

タリ (14)，ブトヘナタリ (13)，クロヘナタリ

(12) ，カワアイ (27)，ヘナタリ(-11)，ウミニナ，シオマネキ，ケフサイソガニ，アカテガニ，

ムツゴロウ，イシマキガイ (3)，カワザンショウの-種であったの

• C IおよびC2コドラード調合(へナタリ類伺体数)

→ Cl半均27.5個体 C 2 ljL陶29.211国外;

-調合地点A~Eのコドラー ド (50cmx 50cm)調合(ヘナタリ類例体数)および泥質

群落の様チ 種類・個体数
カワアイの大会d(ギ均) iJeの質最 比墓

殻尚(阻) 殻径(mm) (100凶) ih¥50u7J< 100ml 

ヒスfタアン跡地c クロヘナタリ 1jJワアイ8 3>\.~ 1>¥.3 H~.95g 1.:.135 

符集 カワアイ23 35.7 14.7 146.92日 1.319 

密集し冷い。 ヘナタリ4カワアイ 12:;;γ3 2品.1 11.2 142.2sg 1.150 

ヒガグアシな し。 カワアイ 6 35.9 14.3 155.62!l 1.072 

手持集 ツプカワザンシ，1ウ16 137.631{ 1.100 

ヨシR・I''i事。¥!f;:¥lしないれ jJワアイ 6 35.1 15.1 J.17.8!lg 1.215 

I尼のi!il皮

22'C 

22"(; 

22't: 

23"(; 

22'(; 

22'C 

4 考察

群絡は17か所線認でき，大きいもので、はl庄径10mもあったの 1年間で 1m分布を拡げるのであれ

ば，侵入は10年前かもしれない。また，群落はMIIから松崎橋の千前までランダムに点在しており，

下潮時には下潟が比える場所にあったc おそらく，種子で拡大範凶を広げ群絡を増やしたと考えら

れるc 調合地点Cでは，干潟の底小.今.物が多数見られたc ヒガタアシ群落内に観察されたことは，

冠水しない場所を好んで生息しているのかもしれない。最も多く比られたカワアイの大きさを測定

したところ，地点A，B， C 2， Eは図鑑の航とほぼ一致していたが，地点Clだけは他より殻高

は10mm程小さかったう群絡の密度やH陰が泥の栄養分などに関係しているかもしれない。 泥の'tf

f止は地点C2が他に10g ほどの差をつけて最もλきかった。ヒガタアシ群落内の木分拡が少ないこ

とが考えられるれ最も質量が小さかった地点Dは， ヒガタアシを観察した巾ではひどく密集してい

た。ヒガタアシが密集して年えることは干潟の乾燥を促す可能性があり，底fJ:fJ:物のftで.息環境を奪

う要凶になっているのかもしれないc
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優賞j

Weather History 

熊本県立大津高等学校理数科地学班

1 研究の動機と目的

木校地学室に百葉箱で計測された1958午一'"'-'1976年ーまでの資料が保

管されていた。最近|地球温暖化Jという言葉をよく耳にする。実

際地球温暖化が進んでいるのかを資料をもとに調べることにした。

2 研究の方法

3 

(1) 各月の最高・最低気温

1958年'"'-'1976年と2007年'"'-'2011年の各刀の 1週間ごとに最高・最低気温を読み取るO 各月で平

均気温をだし、年間の気温の変化をみていく。

(2)過去と現在の気温差

各刀ごとに出したデータから最高・最低気温の平均を出すの 1~12凡までにまとめ比較してい

く。

(3)年間最高・最低気温平均の分析

過去19年間と現在5年間の足-高・1&低の平均をそれぞれ附す。

結果・考察

過去 (1958"-'1976年)と現在 (2007"" 2 0 1 1 

年)の最高最低気温を出したところ、最高気

温が24.3度→24.7度，最低気温が7.7度→9.4

度に変化していた。この結果から地球温暖化

と言い切るととはできないが、その傾向にあ

るとは考えられる。(過去のデータは大津町

40 

品ら

"30 

鍵 ~/'~ミミ\ー踊温 主O ~ ~ /~， ......._一現在*:11

)o r--~ - -:// "<:--'-'---ーー過去最悟

10 f // ，，"' _一現在盛恒

~ 

。
8 

'10 自

で計測されたものだが、現在のデータは熊本市で計測されたものを使川した。熊本市のデータを、

標高井を考慮した計算結果で比較をした。)

地球温暖化による影響と しては、気視上昇による氷河の崩壊、それによる梅雨上丹がおこること

や、気温上昇による牛.態系の崩壊などが考えられる。

地球温暖化防止対策としては、大津町では自然の森循環過程に配慮した 「環境ーの森」構想を推進

し、森林保全の為環境緑化地域を指定し基本計画を実指している。熊本県では熊本市地域温暖化防

止活動推進センターがつくられている。日本や世界では、 1997年「京都議定書」がつくられ、 2005

年 2月16日に発効されたc これは先進国の温室効果ガス排州量について法的拘束力のある数値H標

が設定されているc (先進国全体で2008年'""'2012年までの期間に一酸化炭素を 6%削減することを

い本はがHkし、 EUは8拍削減する約ボをしている。)

4 まとめ

1958年'"'"'1976年の最高気調 ・最低気担の電子データ化ができたじこれらの資料から、地球mt暖化

が進んでいると予想されたc

しかし、熊本だけの少ない資料からの情報だ、ったので、今後広い範聞で地球温暖化について調べ

ていきたいη
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1 研究の動機と経緯

化石ではかる湖の水深

ーヒシとケイソウの合わせ技一

熊本県立熊本西高等学校地学部 西山 理沙・森本華加

堆積物中の底牛ケイソウと浮遊性ケイソウの存在比が水深の変化を反映していると推定し、ヒシ

の化石を含む層順と現生のヒシの生息環境を調査して水深の変化に定量的な目盛りをつけてみた。

2 ケイソウについて

単細胞性の藻類で、大きさはほ左んrがO.lmm以下である。生活場所には淡水左海水があり、生活

様式には浮遊性や底生などがある。また、浮遊性ケイソウが海や湖の水面近くで生息し、底生ケイ

ソウが海や湖の底の光が属くところで牛息することから、底牛宇ケイソウの比率が大きいとその海や

湖の水深は浅く、底牛ケイソワの比率が小さいと水深は深いことが予想される。

3 ヒシについて

ヒシは 1年生の水草で、栄養の多い沼地に生育し、とくに海岸に近い平地の池水をこのんで繁殖

する性質がある。ヒシの化石はケイソウを調べた益城町津森にある津森層のものを用いた。

4 研究方法と結果その 1

津森層の道路恨.IJの崖 ・川l沿いの崖から10cmごとに採取した泥を50倍に希釈し、プレパラートにし

た。双眼実体顕微鏡でプレパラートの半分を顕鏡し、底牛宇ケイソウ ・浮遊性ケイソウを数え、それ

ぞれの数を 2倍した。そのイ直を基に比率を求め、湖の水深の変化を調べた。

その結果、道路沿いの崖では始めの方は水深が深く 、その後、浅い ・深いの繰り返しをしている。

底生ケイソヴが多いこ左から、水深は全体的に浅かった左考えられる。)11沿いの崖では始めの方は

水深が深く、次第に浅くなったと考えられる。浮遊性ケイソウが多いととから、水深は全体的に深

かったといえる。しかし、絶対的な水深の変化はわからなかった。

5 研究方法と結果その2

道路側の崖でヒシの化石が入っている部分のみの泥をピンポイントで採取した。その 1と同様の

処理をして、底生ケイソウの比率を求めた。その結果、ヒシの化石を含む地層では底生ケイソウの

比率はかなり高く、 76%~87%だった。次に現生のヒシが生息する環境を調べ、一番深いところで

約1.7m、ピシが牛息していない溜め池などではほとんど約2m以上あった。

6 水深の推定とまとめ

ヒシ化石を含む地層の底生ケイソウの比率は誤差も考え72~ゐ以上とした。また、現生のヒシは約

1.7mより浅いところに生息すると考えられるが、化石種は現生種より大きいので、その本体もある

程度大きいと考え、 2mより浅いとした。つまり、底生ケイソワの比率が72%以上の場合は約 2m

より浅くなる。また、底生ケイソウの比率が大幅に離れた左ころを基準に41%以上~72%未満の場

所を 2mより深い場所、 40%未満の場所をもっと深い場所とした。

7 参考文献

①今西 茂 (1969)、熊本県古期洪積層産“ひし"の実化石とその地質的意義:熊本大学教養部紀

要自然科学編第4 ~. 

②淡水珪藻生態凶鑑(渡辺仁治、内田老鶴圃)

③江口元昭 (1966)、熊本県津森、西出およびその周辺の地質 :熊本大学理学部地学教窒卒業論文

(手記)
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平成24年度 熊本県科学研究物展示会(第72回科学展)

調査集計表

1 科学展取組人数

(1)小学校(国立、私立は除く)

l 第 1学年|第2学年|第3学年 |第4学年|第5学年|第6学年| 合計

755 I 1，083 I 4，577 I 7，795 I 11，626 I 12，367 I 38，203 

児童数 99，251 取組率 38.5 

(2) 中学校(国立、私立は除く)

物理 化学 生 物 地学

4，097 8，454 4，274 2，328 

生徒数 50，024 取組率 38.3 

2 高等学校(出晶点数)

物理 7 

化学 10 

生物 10 

地学 4 

合計 31 

3 教職員(出品点数)

|合計 I 5 

※児童・生徒数は教育委員会H24.5.1付発表の数値に基づく

※取組率は児童・生徒に対する取組数の百分率

合計

19，153 



L 熊本県賞j

簡易比色計の作製とその教育的実践の報告

熊本県立第二高等学校臨時実習教師木庭 雄二郎

本伎の理数科の生徒は融題研究、江津湖の水質調査、学校設定科目である科学家庭など分光光度計

を使って定量実験をすることが多いc 本校には分光光度計が 1台あるが、授業中に l人あたりが分光

光度計を操作する時間は短いc そこで、注E価で高校生でも作製できるLEDを用いた簡易比色計を設計

したc 理数科 lit牛ーを対象にした|科学的能ノ)1期発ゼミ」の中で、牛ー徒が簡易比色計を作製して眼光

光度法の原理や最小二乗法による検旦線の作成方法について学び、 過マンガン酸カリウム水溶被の

濃度を定量する実験や唾液アミラーゼの長適pHについて調べる実験をしたじ

1 簡易比色計の作製

光源、には発光ダイオー ド (LED) 、受光揖にホトトランジスタを用いたロ LED~主単独の波長の光を

放しuする。光が全く入射されない時、絶縁体に近くなり、受光するとその最に対応して抵抗値が小

さくなるのすなわち、試料の光吸収が大きくなり、光の透過率が小さくなるとホ トトランジスタの

抵抗値が大きくなるc この抵抗値をデジタルマルチメーターで測定した。

F 圃圃圃圃. a国

..0‘ 
。
c.皿、、
c 晋0.02

0.01 

"。

.... 
，- "、

，._' - .. ・ 1

-一一一一

-・..・......
S国 550 6i冊 6回

lEDの波長(nm)

，帥

，。
2柑

2拍

It.。
で
骨 却

'正Ot ，. 
fm 
。

R'= 0.9959 

4・

。
0.1 0・...
分光光度計の極光度

園 2.過マンガン緩カリウム水溶液 図 3.簡易比色言十と分光光度計の
の各波長lとおlする吸光度 測定値の桐関

。.

20mg/Lj品マンガン酸カリウム水溶液の吸光度を調べたc 吸光度はlog(U/心。)で'p111したc

Q 。は精製水、口は試料の測定値である。その結果、 吸光度は.525nmで最も高い植を示した(凶 2)c 

次に、精製I.Kおよび5、10、20、t10mg/J3晶マンガン階カリウム水溶液のi12finmにおける暁光度を分

光光度計(島津UVmini12>10) および簡易比色計で測定してその相闘を調べた(図3)c その結果、

相関係数が0.9959となり、簡易比色計は分析機器として用いることができると考えられるc

2 教育的実践

第 1回では、光と色について説明をして、 生徒が4人1組で簡易比色計1台を作製したコ LEDは

青 (470nrn)、結 (52δnm)、赤 (625nm) を用いた。

川崎拘嗣1..1:'"・k匙色"の作・I1.C!:~!雰?雪山帽台閣叫 IIDt伺1111..台.~事色"の作創.!~~~勾K 一一」ー..・・・ー I .... ・. ~ ~.開E・- J!'、;;.':" 一 司R・R.__""_・・ ・・ I ...- ~企・d‘ lIf M r...:.. ・-，."，.寸.‘.'・........，戸...， I ・E・‘ F電Z邑且 ・・"助制働争• .1< _"、.~ ・，-……-一，.-I __... ~ 一 一…・_.……白 川 山沖明 白 押・......."

rl‘ 

第 2回では、吸光光度法の原理や最少一‘来訟による検量線の作成方訟を説明して、物質の種類に

よって吸収する光の波長ーが異なることを理解する実験や過マンガン酸カリウムの濃度を定量する実
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験をした。検量線の式を求める}j法はパソコンを用いず、手計算で求めることができるワークシー

トをJIJいた3

最小二乗j去による簡単な
検量線 y=ax+bの求め方

a =~xD-Ax B 庁ロア1
5 x C-(A)辺町三J

ib=._CxB  -DxA-f-- 1  
- 5 X C-(A)2 l:.豆主こJ

c::::> y=巴コx+[~三.)
第3回では、牛徒が唾液アミラーゼの最適pHを求めた。 pH4、 5、6、 7、 8および9の緩衝

液にデンプン水溶液と唾液希釈被を加えて反応させた。反応4、8、12、16および20分後に、ヨウ

素 ヨウイヒカリウム溶械を加えて発色させた。これを簡易比色計で測定してグラフにした。

だ0分漉後脅にR迫i硬ウE慨添III加温高1低および4.8.12.116 ~ 
2 を加えてよ<iI!t!る.

' ' ~ . 
.キ 眠晶比色針で測定する.

品""'"….7_山町....嗣師、ー闘 島町笠!...I

剛

周

醐

蜘

咽

醐

醐

ア
墨
ラ
i
ぜ
も
価
値

FQ-
1倒。

~ c ~ fi 1 .f ， 10 
." 11Ii1lt.色借すを聞いた同曜日貨アミラーゼの級車p刊の調理

- ・".. ・ 8移民 ・ 12~. • 16"Ut駒含。".

第4回では、これまで測定した実験の結果をグラフにした。また、第2回の過マンガン酸カリウ

ムの濃度を定量する実験で用いた検量線をExcelでイ乍成した
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3 応用

水質調査で、パックテストがよく用いられているG しかし、パックテストは半定量的な分析であり、

詳細な測定値を得ることはできないc そこで、筒易比色計を改良してパックテストでも詳細な分析

ができるようにした口
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従米使っていたセノレだけでなく、パックテスト用セルも使えるように、試料窒のセル立てを改良

したc 同酸カソウムで硝酸標準溶液を調製したc 同酸を測定するパックテストを発色剤にして、簡

易比色計で測定した。その結果、検量線を描くことができた。従来の視覚による分析に比ペて、よ

り詳細な測定値が得ることができると考えられる。

4 まとめ

簡易比色計の材料費は 1台あたり 1，000円料度であった。デジタルマルチメーターが必要であるが、

1，500円程度のもので|一分である。また、ホトトランジス夕、プラスチックセル以外の材料はホーム

センターで揃えることができる。本研究の簡易比色計のように安価で、高校牛.でも作製できる分析

機需があれば理数科や科学系クラブ活動などの研究の幅をぷげることができると考えられる‘
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L 熊本県教育零員会食j

かげの動きと太陽の位置観測器

熊本巾-立帰山小学校教諭森川 潤

1 作製の動機

ある同僚の先年ーから、 3年小ーの単jl;fかげのでき方と太陽の光Jの中の学習活動で、かげの向き

と太陽の位世を測定するのに、 簡単で正確にできる教只があったらいいな。Jとしづ相談を受けたc

体感する理科教育が重視されている今日、教科書では、実際にチども 自身がかげの動きと、太陽の

動きを遮光肢を使って時間の経過とともに観察するとし寸)j法である。 この体感学習と同時に、か

げの長さと太陽の高さにも興味・関心をもたせ、拝観的にかげの動きと太陽の位障がまとめられる

観測のための教具が必要だと考えた。そこで、了ーどもたちが前述の体感学習をした後で、向分から

見たかげの動きと太陽の位置を客観的に観測してまとめる教具として、訴もが簡単にできて、しか

もある程度正締なものであることをめざして、この教具の作製に取り組んだc

2 教具作製の工失点、

(1) 安価な材料で、教師自身が簡単に作製できること。

(2) 太陽先の当たる車内外の狭いスペースでも観測できること。

(3) 観測器を世く場所が多少傾いていても、正確に南北を指し測定できることc

(1) かげの)jl旬、長さから、簡単に太陽の高さが記録できること。

(5) 観測結果を視覚的に、分かりやすくすること。

以上のねらいで教具を工jょした。

3 作製の手順

(1) 薄いデコレーションパネル(厚さ 5凹発泡スチロ」ソレ板)を半径11 cmのI'Jに切り取る。

(この円形デコレーションパネノレを、以後ー凶転板Jと記述)

(2) 凶転板の南北方向のそれぞれの端に2個の円形マグネットを取り付けるじ

(3) 中心部にOHl'用透明シー トで高さ 5cmの三角錐状の棒を立てる。

(心 向転板の4方向に爪掛枝の先をさし、 突起を作るc (深llllの中で、 円)1予の阿転板が向転しやす

くするため)

(5) 植木鉢用の受け皿 (98中深皿)の内側にミシン油を塗り水を

入れるc

(6) その受け皿に作製した回転板をj手かべるc

以トで観測訳本体が完成する。(写真 1) 

次に、観測器(凶転板)に取り付ける記録シー トの作製は、次の

通りであるG

(1) A 4サイズ周紙に南を上にして4方位を記入する。(写真1)観測錨の本体

(2) 北半分に同心の半円 (1 cm間隔)を描く c (かげの長さを測定する 同盛りとして)

(~)南半分に 7木のヤ行線を引く。(太陽の高さを卜.から lぴ'ずつの円椛りとして)

(t1)上記のA4用紙をコ ピーできるOHP用透明シートに複写する。(回転板にのせて記録するた

めのシートになる。)

(5) そのOHP用透明シー トを回転板と|百lじ大きさ (γ径l1cm) に切り 巾心部にス角錐を通すた
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めのVカットを入れる 3

以上で記録用の透明シートが完成するc (写真2)

4 使用方法

(1) 晴れる 1Hを選び、観測探をよ陽光の当たる場所に設置する。

(2) 決めた観測時間に、かげの先端部に印をつけるつ(写実3)

(3) 観測が終わったら、記録シートを取り外し、印をした時間を

その上に記入する。

(4) 印と中心を線で結び、長さを測定するc (シー トの同心半円

から読み取れる。)

E 主主B

. 

=・山町.

(写真2)記録用の透明シート

(5) そのかげの長さの時の太陽の高さを、|かげの長さ と太陽の高さ早見表J(下記の表)から換算

する。

(6) 北側にあるかげを南側の)nこ伸ばし、換算した太陽の高さ との交点のところに太陽の位直を記

人する。

(7) 各時間のかげで④~⑥の作業を繰り返すと、 1口の太陽の位置の変化が記入できるc (写真4)

(8) できた記録シートを、掲示用台に置いてーかげの動きとλ-陽の位置Jをまとめる。(写実5)

『かげの長さと太陽の高さ早見表J (棒の高さが5cmの場合)

(写真3)観測をしているところ (写真4) 1日の観測結果 (写真5)記録シートを掲示台に

5 使用上の留意点

。向転板は風に影響を受けやすいので、風を防いで使用する。

0観測器は、近くに儲有に影響を与える鉄製の物がないところで使用するc

O回転肱は水に浮いていて不火定なので、記録シ}トにかげのJ頁点を記入する際は、マジックの先

で点を打ち観測終了後に時間やかげの線を引く 3

0今回の観測取が使える時期は、学校での授業が午前 9時から午後 3時までを偲定し、梓の両さを

5 cmと設定したの

6 教具工夫の成果

O安価な材料 (100円ショップで、デコパネや中深Jlllが準備できるυ)で作製ができた3

0傾いた設世場所でも、水平を保つことができ、概めて正確な結果が出せたc

0透明な記録用紙を工夫したことで、かげの長さと);"1句を記入することができ、簡単に太陽の高さ

と)j角が表示できた3

0実際の写真背景に透明な記録したシー ト会セットできるよう にしたことで、かげの|旬きと太陽の

位置(高さと方角)にリアル感が増し、客観的な理解の手助けとなったc

-173-



鯨県立鮪包シター賞j

月の見え方について

熊本市立杉上小学校教諭永田 康晃

1 製作の動機

有凶は教科書(啓林館 p85) であるが、

凶のように、中心に子どもがいて、その

まわりを月になぞらえたボーノレが移動す

る(もしくは、ポーノレを各点に置いてお

く)ようになっているが、実際には光源

の関係もあって(日光は平行光線である

ので、できるだけ速いところから光を出

せるようにしないといけない。近いと、

光のあたり具合と比る角度が変わり、陰

陽が変わってしまう)なかなか難しいれ

また一人一人がこの観紫を行った場合、

全員が視覚的に同じようにとらえるとと

ができるか、そして時間的な|山題など課

題が多い左常々思っていたυ

@竺 図

。.くした雌てポール聞に..，.凋に見立てて

ポールにー方向。告光署猶Eてみる. 

... ・軍影咽ポールのう雪白どの.~".明る〈光って鳳克た1:1.
周ClI.lI.τt:.

。削るい詞叫にポール碕仇削指た3た断@ トル

見昆方聖・慣する.

0[-"'117-ク@也置に串ると雪.死".当たった・骨IZ.そ

れぞれどんS形広見えた1:1.曹に.そ@とき覚障.ポール@

E右どち告・F告幽たコていたt1'.

図 1 教科書(啓林館6年D85)

玄.'ニ量宜τ"
~I 

そこで、授業中全員が同じ視点に立って観察することができないかと考え、取り組んだω 黒板に

掲示して王両からの様子を見せて、その巾心にある地球からはどう見えるかを、カメラの眼を過し

て視覚的にとらえられるようにしたいと思い、制作に当たった。

2 制作にあたって

制作するときは、設計凶を拙いてから始めるが、布、はまず到の中で考え、材料を入手しながら制

作していく 3 思っていた材料と違うものしか入手できない場合も多いため、大まかな訟計を考え、

組み立てながらその場に応じて変更じていくようにしている。特に今同のように、カメラを使った

り、どんな成を月の代わりに使うかなど考えながらやっていくと大幅に変更せざるをえなくなって

くる。

そこで制作に当たっては次のような事制.を考えながら材料を探し、作っていった0

・テレビ面市に映しwそうと考え、テレビカメラを探した。しかし小型で、安川で、入手しやすい

ものは、 Wcbカメラとなヮてしまったo (技念だが、テレビ'画面での画像が小さい)

-月になる部分は発泡スチロールの球や グランドゴ)レブの球など探したが つやがなく、光の当

たる部分k陰の部分がはっきり分かる軟式テニスのボールを債周した。

・月が 1)六|りする問に特に必要となる新月、二口月、半月、満月など1.5"ずつのところに溝を掘り、

商止め金只で止まるようにした。

-ライトは上下に移動できるようにクランプ式にしてあり、左右にも少しはずらすことができるよ

うにした0

・板の裏にはマグネットシ}トをはり、黒板に取り付けたとき、張り付くようにして、固定できる

ようにしたれ(黒板にかけることで、片の動きを全員が・斉に見ることができるコこのときボー
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ルは日が当たる半分だけが明るく見える)

園 2地疎慢の中にカメラが入っている 園3光に当たっている側が明るい 圃4 テレビ、画面に映っている様子

図5使用している時の様子

3 終わりに

図6ライトで照らしてWeb力メラで映し出す

実は前述の装置を作っ

た後、もう 1台制作し

たc 凶7は、凶2を簡

素化した2i:}機であるc

これはボーノレをR個最

初からつけておきそれ

をカメラで映し出すよ

うになっているG

ボーノレl士、半分青く

半分自い軟式テニスの

図7 月の見え方2号機 国8 国7の位置での見え方 練習用ポールで、ライ

トを使わなくても陰陽が分かるようになっている。この装置の場合カメラが凶定式ではなく、左右

に振ることができるので |判-中時の片だけでなく夕方の片も見ることができ、教科書の「菜の花や、

月は束に口は西に(与謝蕪村)Jの月と太陽の位i置関係も見ることができるc

今まで授業をしていて、 r供たちは、自分から見える)Ji白lだけしか見えなかったが、これを使う

ことで、回線を変えて見るノJができたと，Eh
これからの改良点としては、もっとよきく映し出せるようなカメラを使えたらk思う(安価で入

手が存易なむのはないだろうかL また平行光線を示すためにライトの上下移動をもっとスムーズ

にできるように工夫したいのテニスボールは空気が抜けていくので、テエスボーノレのような表両で、

硬い球はないだろうかの地球の夜の部分も表現できたらと思うの
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熊自費j

もっと身近に天体を 4年生星・月

八代巾-立八千把小学校教諭渡這容子

(1) 天体メンコ (2) 紙芝居彦ーと星空 (3) オリオン座立体観察キット 1・2

1 はじめに

たくさんの教材が市販されている中、セットを買い、授業をすませることも多いc だが教材を作

る存びは格別だc 忙しい中でも、専門知識がなくても簡単につくれる教材を考える?とは楽しい。

それを使った時の子どもたちの反応を考えるとまた楽しい3 作った物を科学展に附せば、若い先生

)nこ 「こんなクオリティーの低い作品でもいいんだな。作ってみょうかな。Jと思っていただけき、

理科教育の発展に少しでもお手伝いができるのかなと思い、 3回目の作品を楽しみながら作った。

昨年は、エコをテーマに学校に、同るノ1--乳のふたやトイレッ トベーパの，E;で作ったが、今年のテー

マは~地域素材を生かす~である。

3年生でよ陽の学習で初めて天体に触れ、 4年生で夜の昼、月の学習に入る。これから 6年生の

月に満ちかけ、中学小.への学習へと入っていく。その導入部分で天体をもっと身近に感じてもらお

うと思い、 1年間を 3つのプロックに分けてそれぞれで使える教材を作ることにした3

2 使用学年単元 4年生星の明るさや色半月の動き星の動き

7月
。星の明るさや色

0おりひめ品とひ
興味をもっ

こ品
八代のど宅

0起の観察

10月
。半月の動き

。満月の動き
楽しむ

。星の動き

1月
0オリオン座の並

び)jと動き
作る

0起の動き
3Dの

星の世界

3 制作方法の工夫と使い方

(1) 天体メンコ

0七夕の話に興味をもち，おりひめ皐.やひこ犀.に

ついて知る。

0観察してきた起の明るさや色について話し合い

天体メンコをする。

0紙芝居彦ーと品ゃを聞き、気づいたことを問

し合う c 1-Ji.夜八代の月 彦ーと昼やた読み気

づきを同し合う。

0オリオン庫ーの並び方や位世について気づいたこ

とを話し合う。オリオン陣. ヤ体観察キットで

オリオン座を作ってみて、 3Dオリオン座で起

の名前を知る。

0オリオン座シートを噴ねてオリオン座の星の並

び方や位置を調べるc

0てまとめる。

昨年作った昆虫の進化メンコが針i1'fだ、ったので作成した。

7月の授業後使う。天体とその色、大きさ、何等量かがわか

るようになっているo 4年生段階なので恒星・惑甚などの名

前は使わないc 親メンコは「はやぶさ|宇甫探査機などであ

るc 規で星たちをひっくり返して乍耐旅行を楽しむ物になっ
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0七夕の紙芝居

。星座早見抜

*①大.体メンコ

*②紙芝居

彦ーと品収

。観察シート

女③オリオンj寝

す体観察キッ

ト1

。観察シート

大キット 2



ているc チどもたちは宇'出人を入れたがっていたが、学習か興味闘心か、それはどうしょうか悩

んでいるc 親メンコで惑品や恒主~.a-取りながら楽しそうに遊ぶ姿が見られた。

(3) オリオン座す体観察キット

(2) 紙芝居珍: • c!::星空

地域素材を生かしてということで、八代の民話 r).~ .さ

んJと八代さかもと八竜天丈台からみた星空を生かした紙

芝居を作ったG 彦ーさんのとんちと、しばらくたって月の

形がかわること、 200年前の原:空を怨像することで八代の

星空に興味を持ってくれたらいいなと思い制作した。

さかもと八必天文台のご協ノJで写真も頂いた3 導入時見

せるといろいろなことを紙芝居から学んでくれた。

宇宿のJ)_~がりをなんとか感じてもらいたいと思って作った

3D観察キットだが、観察するときは2Dになってしまうの

で観察後に3Dキットを見せた。

キット 1

ア 紙粘土でオリオンの基本の4つの星をつくる。大きさと色

を知らせ確認する。 7月に学習した皐.の色や輝きのおさらい

をするc

イ 形手と感じながらオリオンを作りアルミでつなく二

ウ 1時間後のオリオンを映像でみながら動かす。家や111を作って

おくと理解がイ汁-分な了ーにはわかりやすいc

アルミは簡単に形を変えられるので他の星座にも転用できるの

月の観察でも令ー効であるの

キット 2

宇宙のなかでの厚.出の見え方は地球から見た物で、大きな広が

りがあることを感じることができるG

4 終わりに

今去でにある教材は研究しつくされた物で、なかなか新しいアイデイアは浮かばないc オリオン

座観察シートにしても透明シートで写したんが、動くが形は変わらない、という指導要領の民礎民

本は定着しやすいことはわかっているc

それでも紙粘上で、天体を作って色を塗って、アルミでつながせたら、天体をもう少し身近に感

じてくれるかなと思うつそれに支援が必必、要な子どもたちにとつてはとてもイ令当

ただだ、、地域素材ーを小.かした教科は、星空だけでなく、動物、植物、地形まだまだいくらで弘出来そ

うな気がして、これから何を作ろうかわくわくしている。
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優賞j

圧力鍋や小型冷温庫を用いた微生物の研究

熊本県立第二高等学校臨時実習教師木庭 雄二郎

微生物の実験をする場合、コンタミネーション(雑菌混入)を防ぐための滅菌および無菌操作は最

も重要な基本技術である。大学や仰|究施設にはオートクレーブ、乾熱減尚器およびクリーンベンチな

ど高価な機器および設備がある。また、微生物を情養する場合、温度を・定に保つインキュベータも

必要である。しかし、一般の高等学校には、このような高価な機器および設備はない。そとで、本研

究では高何な機器および設備を使用しないで微生物の実験を行った。

1 培地の調製および細菌の分離

乳酸繭用培地を精製水100mUこ加熱溶解後、圧力鍋で20分間加熱して減繭した。減向後、培地を

滅菌川シャーレに流し込み平仮堵地を作製した3 ヨーグノレトには「ピヒダスJ、乳酸菌飲料には「乳

階菌のチカラ」を用いた。ガスバーナーで火炎滅菌した白金耳を培地で冷まし、ヨーグノレ トもしく

は乳酸菌飲料に入れて、平松培地に塗ったn 平松培地を小型冷温器に人れて、 37
C
Cで細菌を培養し

た。

2 ゲラム染色
.> 

紫に染色されればグラム陽性菌、亦に染色されればグラム

陰性繭である。どちらの細尚一も紫に染色されたことからグラ

~ 

ム陽性菌であった3

3 ヒュー・レイフソン試験

ヒュー・レイプソン試験は培地にBTBが加えであり、酸が牛成さ

れると黄色に変わるc 半流動培地2本に穿刺培養し、 1本の試験管

に流動パラフィンを流し込み嫌気的条件する。どちらの細菌も階を

生成した。また、好気および嫌気的条件で生育できるため偏性嫌気

性細繭だと考えられる，

4 細菌の増殖と培地のpHの変化

c • 

ヨーグルト 乳酸菌飲料

I.jj. 
ヨーグノレトから分離した細菌を37'Cで液体培養した。 3時間おきにLEDを用いた簡易比色計で吸

光度を測定したE その値から細菌の増殖耐粧を作成した。またその時のp[[についても測定したり

まとめ

0.1‘ 
0.14 

012 

01 

唱~ 0帽

光 0凪

度 。副
001 。

o 3 ~ 9 12 15 18 21 24 

地聾時間(h)

j-1¥~一九一
o 3 6 9 12 IS 18 21 2~ 

熔整時間(h)

このように、 これまで微牛物の実験には高価な機器や設備が必要であると考えられていたが、圧

力鍋や小型温冷庫でも卜分代用できることがわかった。本研究では乳酸菌の牛ー県および牛イ七学的性

状を調べたが、今後、酸に強く、生きて腸まで届く乳酸菌の探索といった研究も高等学校の地設で

ロJ能になると考えられる口
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良賞入賞者

作 口口口 名 学校名 学年 研究者名

[熊本市]

立田山セミリンピック「ょう虫のすきな木」 龍田小 2 手間本ちさ

熱中症を防ぐ素材を探る~熱中症を防ぐ11'" 砂取小 4 平野帆南

くるくる回れ !ベットボトル風車 弓削小 4 っか本いっき

生ゴミでたい肥を作ろう ! 壷J11小 5 垣回 イ幸歩

アリは暑いのがきらいか~アリの生態 II ~ 砂取小 5 前田観空

弦や管の長さと青暗の関係を調べる 龍田小 5 米田 陽菜

せん風機のはねのひみつ 城南小 5 片 桐 羽 馬 人

海から来た種子や果実 杉上小 5 水谷怜理亜

風力発電に挑戦 ! 花岡小 6 稲田真新乃

アオスジアゲハの気持ちでクスノキを見る 池田小 6 堂薗知夏

水質汚染の原因 池上小 6 揮池由綾

しずくの大きさの研究 託麻原小 6 八幡早紀子 ・八幡有紀子

オキシドールロケットを飛ばそう !! 健軍東小 6 宗像希哉

どこがすごいの ?LED電球 白J11中 1 石f可佳純

イソアワモチの謎にせまる 西山中 1 正代嘉紀

洗たく物の乾燥の速さは色の濃淡で変わるか 湖束中 1 土谷彩香

台風土筋雲の再現 武蔵中 1 五島煩大

音の響きと波形 桜木中 1 橘京佳

[宇城]

あさがおのそたちかた 松合小 1 1年生全員

ビー玉は何個持ち上がるか~空気の力の研究~ 宇士小 2 堀内俊輔

ぶんぶんごまのひみつ /1、J11/1、 3 岩崎優衣

冷たいものを冷たくたもつのはどの素材? 走潟小 5 村崎羽欄

高分子吸収体を科学する 当尾小 6 池田彩乃

砥用校区の環境を調べるE 砥用中 2 
作守希一・ 立道竜成
上回基喜 ・富永圭亮

【玉名]

あさがおのつるがすきなもの 緑ケ丘小 1 じょうゆめの

ありがおうちをつくったよ ! 梅林小 1 ながたみいしゃ

繁根木川とその支流のホタルの研究 石貫小 5 今村百々子

なたまめの観察 木葉小 5 吉野修平

調べてみたよ風車の秘密 神尾小 6 掛l上 紀香

空気の圧力はすごい ! 菊水南小 6 
前淵海斗 ・高森倖希
小林 尚志

液体に電流は流れるか 緑ケ丘小 6 佐々木晴香
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作品名

【鹿本]

つるやまきひげのあるしょく物の研究

ベットボトル空気ほうのパワーをさぐる

水田の土の保水力調べ

地層への水のしみこみ方を調べる

イース ト菌の秘密

【菊池]

大きく育て ミニトマト

ざっ草いろいろ大発見

ふんすいを作ろう

植物を増やす方法を見つけよう

建物の強さのふしぎ

塩や砂糖でできるひんやり氷

レモン電池の研究~身近な物で作る電池~

ターゲットマーカーの秘密を探る

[阿蘇]

いちょうのふしぎをしらべたよ

ダンゴムシ大けんきゅう

おしっとから花が咲く !?
~発表! !尿素の花 キレイ度ランキング!'"'"'

ストレスの少ない野菜づくり

中原J11の魚の調査

ダンゴムシの歩行能力の秘密

[上益城】

葉っぱの水てき

まほうびんを作ろう

自分の部屋を涼しくする方法

コーラで骨は溶けるのか pa r t 2 

1日の体温の変化

蚊にさされないための研究

[八代]

金剛小には動物がいっぱい

紙っておもしろい

そうめんがふきとぼれるなぞを調べる

雲の観察と研究

ダンゴ虫の不思議

米のとぎ汁パワーのひみつパー ト2

野菜の水分左塩

学校名 学年

岳間小

六郷小

中富小

山鹿小

米野岳中

室小

大津小

七城小

西合志東小

大津小

武蔵ヶ丘小

菊池北中

武蔵ヶ丘中

中原小

碧水小

高森中央小

高森東小

中原小

阿蘇中

広安西小

潤徳小

広安西小

広安小

益城中央小

木倉小

金剛小

泉第二小

八代小

八千把小

八代小

太田郷小

千丁中

研究者名

3 中満 晴美

4 岡山元 ・山口智輝

5 園田亜実ほか 19名

6 島田若奈

3 角田可南子 ・原百花

2 2年1組

3 松尾美空

5 回島 知弥

5 西村綾乃

5 豊岡新奈

5 中野 心結

1 稲葉朔太郎

1 松本真帆美

1 1年生全員(5名)

2 井島真遥

5 中山 さっき

6 白石帆

6・5 5・6年生全員 (8名)

1 小野修杜

4 松永辰樹

5 前田桜子

6 北村綾乃

6 山口 史貴

6 藤本毅

6 林裕介

3 3年 1組全員 16名

園田新子 ・園田乃愛
西村莱々子 ・田 上朝喜

武浬直穂

岡部悠妃

麦田友佳

菅村優

山口夏生

4・3

戸

h
U
R
u

n
O

円。

つ臼



イ/ド ロロロ 名 学校名 学年 研究者名

【芦北]

アリのひみつをみつけよう 水俣第二小 2 谷口 楓1太

二十日大根の成長 大野小 3 才新知矢

水俣に酸性雨が降っているのか 水俣第二中 2 大 久 保 瞬 介

衝突球の秘密を探る 水俣第一中 3 永田芹菜

[球磨]

あさがおは どのみずがすきなの 玉木東小 1 
中野太樹・森下幸 生
永井琉愛・黒木光 勝

ベチュニアの花で、いろいろあそんだよ 一勝地小 2 2年全員

万江校区は人吉よりすずしいのか 万江小 5 上回崇人他5名

クリーンなエネルギーを作ろう 免田小 6 今回健聖

球磨村の川はきれいなのかな? 一勝地小 6 6年全員

もう泣かない(タマネギの切り方) 第二中 2 窪田 蘭

【天草]

ジュースで電池を作ろう! 佐伊津小 4 松 村 桃 花 ・ 金 子 蓮

植物の成長と塩害について 亀J11小 6 山口 萌絵

紫外線はどうすれば防げるの? 志柿小 6 宮崎美月・永野海都

雲を再現するには? 本渡中 1 
中日 夕子・嶋田舞
原田はるか

酵素による酸素発牛に関する研究 有明中 1 山川 芽衣・吉冨なぎさ

炭燃料電池を科学する 天草中 3 
加納健宅.~買田知樹
中j買秀哉 ・福山亮太

風の力で走る車の研究 河浦中 3 松本昭良



平成24年度 熊本県科学研究物展示会(第72回科学展)

学校賞受賞校

入賞回数 小学校 中学校 ・高等学校

30回 熊本県立松橋高等学校

熊本市立植木北中学校
25困

芦北町立田捕中学校

熊本市立白川小学校 熊本市立白川中学校

熊本市立黒髪小学校 熊本市立西山中学校

熊本市立古町小学校

熊本市立砂取小学校
20回

熊本市寸ー帯山小学校

阿蘇市立碧水小学校

芦北町立大野小学校

天草市立御領鬼池小学校

熊本市立池田小学校 九州学院中学校
1 5回

八代市立八代小学校 熊本県立高森高等学校

熊本市立秋津小学校 熊本市立東野中学校

山鹿市立六郷小学校

合志市立南ケ丘小学校
1 0回

山都町立潤徳小学校

八代市立麦島小学校

天草市立佐伊津小学校

熊本市立弓削小学校 熊本市立桜木中学校

熊本市立山東小学校 阿蘇市立波野中学校

文徳中学校
5回

熊本県立阿蘇中央高等学校

尚綱高等学校

真和高等学校

小学校 19校、 中学校 8校、高校 5校合計32校
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平成24年度第72回科学展ポスター原画コンクール

第 72回科学展ポスター

優秀賞

県立南関高等学校

3年森田恵弥

題名「見つけた!

未来へのビジョン」

最優秀賞

小国町立小国中学校

3年 渡 遺 和

題名「少年と少女の発見」

優秀賞

県立南関高等学校

2年古津杏奈

題名『広がれ未来」
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優秀賞

県立第二高等学校

1年前回ありさ

題名「夢があふれる

SCIENCE BOXJ 
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