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1995年度 入学試験一般教育科目

■教育英語
1. 以下の文章を読み、下線部 (1)～(6)を和訳せよ。

　 (1)A scientificmodelbeginswith a realphysicalobjector system,replacestheoriginal objectwith a simpler

object,andthenrepresentsthe simplified objectwith equationsdescribingits behavior. (2)Like a toy boat,a

scientificmodelis a scaled-downversionof a physicalsystem,missingsomepartsof theoriginal. (3)Deciding

whatpartsshouldbeleft out requiresjudgementandskill. (4)Theomissionof essentialfeaturesmakesthemodel

worthless. (5)Ontheotherhand,if nothingis left out, no simplificationhasbeenmade. In making a model of
a swinging pendulum, for example, we might at first try to include the detailed shape of the weight at the end, the
density and pressure of the air in the room, and so on. Finding such a description too complex to manage, we could
replace the weight by a round ball neglect the air completely. This much simpler system, in fact, behaves almost
exactly like the original. If, on the other hand, we left out gravity, the resulting theoretical pendulum would not swing
back and forth. (6)Bysolvingtheequationsof amodel,predictionscanbemadeabouttheoriginalphysicalsystem

andthentested.
— quoted from ‘Origin’ by A. Lightman and R. Brawer

2. 以下の各文章は,Pと I との関係に関するある実験結果について説明したものである。各文を英訳せよ。解答

では、P,I はそのままでよい。

(i) これまでの研究において我々は、Pは温度に依存しないと仮定して、ある特定の温度で I の関数として P

を測定していた。

(ii) この仮定の妥当性を検討するために本実験では、様々な温度で Pを測定した。

(iii) 図 1で、黒丸 (filled circles)は 25◦C、黒三角 (filled triangles)は 20◦C、白ヌキの四角 (open squares)は 15◦C

における測定結果を示す。

(iv) 25◦Cにおいて、I が 300µmol m−2s−1以下では I の増

加に伴って Pは直線的に増加し、300µmol m−2s−1以

上では一定の値 0.4µmol O2mg−1h−1となる。

(v) Pの一定値は、15◦Cでは 25◦Cの 4分の 1である。

(vi) Pが一定の値に達するときの Iの値は温度の低下に伴っ

て小さくなる。

(vii) 一方、I が 0の時の Pの値は、温度が高いほど小さい。

(viii)こうした結果は、Pが温度に依存しないという仮定に

反する。

(ix) より高温での Pと I との関係について、今後さらに実

験が必要である。
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3. 以下の文章を読み、文中の内容に沿って、設問に日本語で答えなさい。各設問への解答の内容は、互いに重複
する部分があっても良い。

　One way of generating ideas is just to generate them—that is, to talk out or write down what ever comes into your
head about the topic you want to write about. Don’t worry about whether the ideas are good or adequate or complete;
just get them down. The purpose of brainstorming is to provide yourself with some notes that you can use to further
stimulate your thinking and organizing. If you feel intimidated by a blank page, you might try talking into a tape
recorder about your topic and then listening to what you’ve said and writing down the good ideas that are there.

　 Brainstorming is a very intuitive process. You just follow your ideas wherever they lead and take notes to record
your mental journey. It’s important that you not censor an idea before it has a chance to flower, but just generate it.
Evaluation and organization of the ideas will come later, but you can’t evaluate or organize something that isn’t there.

　 Brainstorming is often best done in collaboration with other people. By “bouncing ideas” off of others, you can
stimulate their thinking and get them to produce ideas of their own. As with any kind of brainstorming, the important
thing is not to evaluate or criticize ideas but just to generate them.

　 If you are collaborating with others who are not always in your room or building, you might see if you and your
collaborators can collaborate via computer. To do this you will all need access to computers on a network with
connects each computer.

—from “Technical Writing and Professional CommunicationFor Nonnative Speakers of English”,
2nd edition, by T.N.Huckin and L.A.Olsen

intimidate:(verb) frighten somebody (in order to make him do something);intimidate a witness into silence, e.g.
by threating him.

intuitive:(adj.) (1) of or coming from intuition;intuitive feeling
(2)possessing intuition;Are women more intuitive than men?

intuition:(noun) (1) (power of)understanding things immediately, without the need for conscious reasoning or
study.Intuition told me you were here.
(2) piece of knowledge gained by this power.I had a sudden intuition about the missing jewels.

censor:(verb) examine or remove parts from something;the censored version of a film.
censor:(noun) person authorized to examine books, films, plays, letters etc. and remove parts which are consid-

ered indecent, offensive, politically unacceptable or (esp. in war) a threat to security.

—According to Oxford Advanced Lerner’s Dictionary with modification.

(i) ブレインストーミングとは何か、4つのポイントを挙げて、全体で 5行以内で述べなさい。

(ii) ブレインストーミングを実行する方法を、4つのポイントを挙げて、全体で 5行以内で述べなさい。

(iii) ブレインストーミングを行う際に避けるべきことを、3つのポイントを挙げて述べ、それは何故かを 2つ

のポイントを挙げて述べ、全体で 5行以内でまとめなさい。

(iv) 同僚とともにブレインストーミングすると良いのは何故か、5行以内で述べ、答案の中で、“bouncing”の

意味を最も捉えたと貴方が考えている箇所には、一カ所だけ下線を引きなさい。
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■教育数学
1. 時間 tの関数 y(t)に関する非線型微分方程式

d2y
dt2

+ y = εy3 · · · (1)

を、t = 0における初期条件

y = 1
dy
dt

= 0 · · · (2)

のもとで考察する。ただし、εは微小な正の定数とする。必要なら、iを虚数単位として、次の恒等式を用いよ。

(cosθ + i sinθ)3 = cos 3θ + i sin 3θ · · · (3)

(i) yを εに関し、

y(t; ε) =

∞∑

n=0

εnyn(t) · · · (4)

と展開するとき、y0, y1に対する方程式および初期条件を求めよ。

(ii) 前問の各方程式を解き、y0, y1を求めよ。

(iii) 前問の結果より、この展開にもとづく解の適否を、tが大きくなった場合について論ぜよ。

2. 3行 2列の実行列 Aを

A = UΛVT · · · (5)

のように分解することを考える。ただし Tは転置行列を表し、U,Λ,Vはそれぞれ 3行 2列、2行 2列、2行 2

列の実行列で、以下の通りである。

VTV = VVT = UTU =


1 0

0 1

 ≡ I Λ =


λ1 0

0 λ2

 λ1 ≥ λ2 ≥ 0 · · · (6)

(i) 式 (5)のように分解ができたとして、行列 ATA のすべての固有値とそれに対応する固有ベクトルとを

U,Λ,V, λ1, λ2を用いて表せ。必要なら次の単位ベクトルを用いてよい。

~e1 =


1

0

 ~e2 =


0

1



(ii) 行列 Aが右のように与えれるとき、ATAの固有値および長さ 1の固

有ベクトルをすべて求めよ。ただし各固有ベクトルの第 1要素は非

負とする。
A =

1
2
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(iii) 前問の行列 Aに対して式 (5)を満たす U,Λ,Vを求めよ。ただし Vの第 1行の各要素は非負とする。

3. 床一面に引かれた間隔 aの平行線に上から長さ `(≥ a)の棒を落と

したとき、棒が平行線と交わる確率 P(`)を以下の手順にしたがっ

て求めよ。

(i) 棒の一端が平行線から xの距離 (0 ≤ x ≤ a/2)にあるとき、棒が

平行線と交わる確率 p(x)を求めよ。ただし、棒の方位角は床面

内で一様に分布するものとする。また、棒の太さは無視する。

(ii) xが [0,a/2]の区間内で一様に分布するとして、P(`)を求めよ。

l

a
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■教育物理
1. 真空中に二つの無限に長い導体の円筒 A(半径 a),および B(半径 b)が同軸に配置されている。ただし、a < b

であり、円筒の厚さは無視できる。

(i) 円筒 Aに単位長さあたり正電荷 Qを与え、円筒 Bを接地するとき、円筒 Aと Bの間および Bの外側の電

場を求め、そのおおよその様子を図示せよ。また、二つの円筒間の単位長さあたりの静電容量を求めよ。

(ii) 円筒の軸方向に一様に電流 I を流す。電流の向きは円筒 Aと Bで逆向きである。電流が円筒 Aと Bの間

に作る磁束密度を求め、そのおおよその様子を図示せよ。また、円筒 A の表面に働く圧力は、 µ0I2

8π2a2 であ

ることを示せ。ただし、µ0は真空の透磁率である。

2. 図のように、長さ l、質量 Mの一様な細い棒の両端がそれぞれ水平線 (x軸)上と鉛直線 (y軸)上を離れないよ

うに拘束されて滑らかに動くようにしてある。棒の重心の座標を (x, y)、棒が鉛直線となす角を θとする。

(i) 棒の中点を通り棒に垂直な軸に関する慣性モーメント I は
1
12Ml2であることを示せ。

(ii) 力学的全エネルギーを書け。

棒が x軸から受ける抗力をRy、y軸から受ける抗力をRxとする。

(iii) x、y、θに対する運動方程式を書け。

(iv) 設問 (ii) で導いたエネルギーが保存することを運動方程式

から示せ。

時刻 t = 0で θ = 0とし、θが増す向きに初期角速度ω0を与えた。

(v) t ≥ 0での棒の角速度を θと ω0で表せ。

(vi) θが小さいとき運動方程式を近似的に解き、θを時刻 tの関

数として与えよ。

0

x

y

θ l
(x,y)

3. Aさんは、おもちゃ屋でコップの水を飲む動作をいつまでも繰り返す鳥の形をしたおもちゃ(次ページの図。

水飲み鳥、と呼ぼう)を見つけた。なぜ動力も熱の供給もなしに動くかが、すぐにはわからなかったので買い

求めて調べてみた。まず仕組みは、

(a)本体は、頭と胴にあたる二つの中空のガラス玉を、首にあたる一本のガラス管でつないだ構造である。体内

には一部液体が密封されていて、外部との液体や空気の出入りは全くない。頭とくちばしの外側はフェ

ルトでおおわれており、くちばしに水がつくとフェルトに水がしみこむ様になっている。くちばしの内

部に隙間はない。ガラス管は、頭とは直接つながっているが、胴体には底近くまで深く差し込まれてい

る。ガラス管の中間にあたる金具の腕を支柱の穴にかけると、支点を中心にして前後に回転できる。実

際にかけてみたら全身が少し前かがみになるところ (初期位置、と呼ぶ)で静止した。(図 II-a)。このとき

液面は胴体の中程にあり、ガラス管内でも同じ高さであった。

(b)鳥を動かすには、くちばしの部分に水をたっぷりしみこませてから手を離して静かに初期位置に置く。し

ばらくすると胴体内の液体がガラス管内をゆっくり上昇して鳥は前に傾き始めた。

鳥はその後次ページのような運動をした。
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(c)傾きがしだいに増して、やがてくちばしがコップの水面に達した (図 II-b) 。さらに傾きが増し、胴体内の

液面がガラス管の下端より下がると、胴体内の気体の一部がガラス管の中に入り込み、管にそって登り

はじめた (図 II-c)。その結果、ガラス管の中に上昇していた液体が胴体内に落ちこみ、ガラス管に上って

いった気体と入れ替わった。同時に鳥は水から離れ、逆に動きだして、初期位置を通り越すところまで達

してから、しばらく前後に小さく振動したあと、初期位置より少し前傾した位置でほぼ停止した。この

後は、(c)のはじめに戻って、同じ運動をくり返した。この反復運動を定常水飲み運動と呼ぶ。ただし、

「水飲み動作」は、鳥が実際に水を飲むわけではなく、コップの水にくちばしが入って、フェルトが濡れ

るだけである。

(d)繰り返しの途中でコップを取り去っても、フェルトが濡れている間は反復運動を続けるが、しだいに周期

が長くなってゆき、フェルトが乾くと初期位置で止まった。

これだけでは、まだ動く理由がわからないので次のようないろいろな実験をした。

(e)気温とコップの水温を測ると、各々20◦Cと 20◦Cであった。コップの水温を下げても、反復運動は続きその

周期もあまり変わらなかった。しかし、水温を上げていくとくちばしが水中にある時間が長くなり、あ

る温度以上になると反復ののちくちばしを水に入れた状態で止まってしまった。

(f)胴体を手のひらで包むと、ガラス管内の液面はすぐに上昇してたちまち頭にまで達した。この際も、また定

常水飲み運動の際も、液体の体積にはほとんど変化は見られなかった。

(g)水温と気温がほぼ同じ状態で、コップまで含めた装置全体をすっぽりおおうような機密の良い透明な箱を

かぶせて観察した。時間がたつと、反復時間、特に水中にくちばしを入れている時間がだんだん長くなっ

て、何回かの水飲み動作の後、くちばしを水に入れたままもしくは初期位置より少し前傾した姿勢のま

ま完全に止まってしまった。その後おおいを静かに取り去ると、すぐに定常水飲み運動に戻った。

ここまでの観察と実験で、A さんは水飲み鳥の作動機構を理解できたという。

(i) あなたは定常水飲み運動の作動機構をどう理解するか?

(ii) 上の (d)～(g)は、あなたの結論に対してどういう根拠を与えたか、あるいは、あなたの結論からこれらの

観察結果をどう説明できるか?

(iii) Aさんは、(g)の状況でさらにある量を測って自分の結論を裏付けた。あなたならどういう実験をするか?

((g)の状況に限らず、裏付けとなればどんな実験でも良い)その実験から、何を期待し何を実証しようと

考えるか?

I II-a II-b II-c
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■教育英語解答
1. 全訳

（1）科学のモデルは、実在する物体や系から始まり、元々の物体をより簡単な物体に置き換え、そしてその

簡単化された物体の振る舞いを記述する数式によって、その物体を表現する。（2）おもちゃの船のように、

科学のモデルは物理系を縮小した物であり原型の一部を省いている。（3）どこを残すのかを決めるには判断

力と技が必要である。（4）基本的な特徴を省いてしまっては、モデルは無意味な物となる。（5）逆に、何も

省かないと、なんら簡単化されない。例えば、振れている振り子のモデルを作るとき、まず初めは、終端に

ある重りの細かい形、部屋の空気の密度と圧力、等々を考慮に入れようとするだろう。そのような記述が、実

現するには複雑すぎると気づき、重りを球形のボールに置き換え、空気を完全に無視できよう。この、より簡

単な系は、実際には、元の系とほとんど寸分違わぬ振る舞いをする。一方で、もし重力を省いていたら、その

結果の理論的振り子は前後に振れることはなかっただろう。（6）モデルの数式を解くことによって、原型と

なる物理系の予測ができ、そして検証することができる。

2. (i) In our previous researches, we assumed no dependence ofP on temperature. For that reason, we measuredP as
a function ofI at the consistent temperature.

(ii) To verify this assumption, we measuredP at various temperatures.

(iii) In fig.1, measurement results for various temperatures are shown as, filled circle for 25◦C, filled triangles for
20◦C, open squares for 15◦C.

(iv) At 25◦C, P rises linearly asI rises whenI is bellow 300µmol m−2s−1, andP is constant and at 0.4µmol O2mg−1h−1

whenI is over 300µmol m−2s−1.

(v) The constancy of P at 15◦C is one fourth of that at 25◦C.

(vi) The value ofI whenP becomes constant drops as temperature drops.

(vii) On the other hand,P for I = 0 gets smaller for higher temperatures.

(viii) These results are contrary to the assumption of no dependence ofP on temperature.

(ix) More experiments are required to investigate the relation betweenP andI for higher temperature.

3. (i) 何かの主題について、(1)直感的に思いつくことを、(2)その考えについて善し悪しの判断を先送りして、

(3)記録に残し、後でそれを参照して、(4)自分の考えを発展させること。

(ii) (1)決められた主題について、(2)思い浮かぶことを、(3)善し悪しの判断をせずに、(4)書いたり録音した

りする、という方法。

(iii) 避けるべき事は、ブレーンストーミングの (1)実行中に、(2)記録すべきか迷ったり、(3)評価したり、ま

とめたりすることである。

なぜなら、記録しなければ考えが大きく (1)発展していく可能性を潰してしまうし、記録が十分に無けれ

ば (2)判断やまとめの材料が得られないから。

(iv) 相手に投げかけた自分の思いつきが、相手の新たな発想を促し、相手の新たな思いつきが、自分の発想を

刺激して、発想を投げかけ合うことによって、一人では限界がある発想を広げることが出来るから。

全訳

　アイディアを生み出す一つの方法は、ひたすら生み出すことに徹することだ。それはつまり、あなたが書き

たいと思う主題について、頭に思い浮かぶままに口に出すか、書き下すのだ。アイディアが良いか、適切か、

完全かなどは気にする必要はない。とにかく書き下すのだ。ブレーンストーミングの目的は思考をより活発化

させる注釈を得ることである。もし、空白のページに恐れをなしたら、テープレコーダにあなたの主題につい

て吹き込み、後でそれを聞いて、紙に良い考えを書けばよいのだ。

　ブレーンストーミングは、とても直感的なものである。考えの赴くままに従って、精神の旅の記録として、

ノートをとるのだ。浮かんだアイディアが花開く前に、吟味せずに、ただ生み出すことが重要である。評価と

まとめ上げも、先立つアイディアがなければ出来ないのだ。
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　ブレーンストーミングは、大抵の場合、他の人と共同ですることによって、もっと上手く行く。他の人と、

「アイディアを弾ませ」合うことで、相手の考えを刺激し、アイディアを生み出させて上げることが出来る。

どのブレーンストーミングでも言えることだが、重要なことは、アイディアを評価したり、批判したりせず生

み出すことに専念することだ。

　もし、同じ部屋や同じ建物にいない人と、共同作業しているなら、相手がコンピュータで協力しあえるか調

べてみると良い。これには、共同作業者が皆、互いを結ぶネットワーク上のコンピュータを使えることが必要

である。
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■教育数学解答
1. (i) 求めるべきものは εの 0次と 1次に関する項のみなので式 (4)の展開は εの 1次までで十分である。

y(t; ε) = y0(t) + εy1(t) + O(ε2) · · · (1)

この式を微分方程式 (1)と初期条件式 (2)にそれぞれ代入して εの項で整理すると以下の式が得られる。

ÿ0(t) + y0(t) = 0 · · · (2)

ÿ1(t) + y1(t) = y0(t)3 · · · (3)

y0(0) = 1 ẏ0(0) = 0 y1(0) = 0 ẏ1(0) = 0 · · · (4)

これが求める y0, y1に対する方程式と初期条件である。

(ii) y0(t)は微分方程式 (2)と初期条件 (4)より明らかに

y0(t) = cost

である。続いて y1(t)は微分方程式 (3)より

ÿ1(t) + y1(t) = cos3 t =
3
4

cost +
1
4

cos 3t · · · (5)

である。この非斉次の線形微分方程式を解法は、(a)非斉次項のない斉次の方程式の一般解を求め、(b)非

斉次項のある方程式の特殊解を求めて、両者の和をとることである。

(a)は明らかに

y1(t) = C1 cost + C2 sint

である。C1,C2は後で定める定数である。

(b)は非斉次項が 2つあるのでその個々の項だけの非斉次方程式の特殊解を適当に探す。すなわち、

ÿ1(t) + y1(t) =
3
4

cost =⇒ y1(t) =
3
8

t sint

ÿ1(t) + y1(t) =
1
4

cos 3t =⇒ y1(t) = − 1
32

cos 3t

が得られこの和が (b)の特殊解である。

よって y1(t)の解は初期条件 (4)を考慮して

y1(t) =
1
32

cost − 1
32

cos 3t +
3
8

t sint

である。

(iii) 前問で得られた y1(t)の解の振動の振幅は tの増大と共に激しくなる。この傾向は式 (4)の展開の後続の項

でもより顕著となるので、展開は tが十分大きければ収束しない。よってこの展開は妥当ではない。

2. (i) 式 (5)の表式と式 (6)の定義により

ATA = (UΛVT)T(UΛVT) = (VΛTUT)UΛVT = VΛ2VT

であることがわかる。

指標 i を i = 1,2として、ATAの 2つの固有値を αi、固有ベクトルを ~ui と表すと前式より

VΛ2VT~ui = αi~ui

となる。この両辺に左から VTをかけると、VTV = I より

Λ2VT~ui = αiV
T~ui
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すなわち、VT~ui は Λ2の固有値 αi の固有ベクトルである。ところで、

Λ2 =


λ2

1 0

0 λ2
2



であるから、その固有値は明らかに λ2
1および λ2

2であり、対応する固有ベクトルはそれぞれ ~e1、~e2である。

以上のことより ATAの固有値は λ2
1 および λ2

2 であり、対応する固有ベクトルは、VT~ui = ~ei からそれぞれ

~u1 = c1V~e1、~u2 = c2V~e2である。(c1, c2は定数)

(ii) そのまま計算して

ATA =
1
2


3 +
√

2 3− √2 3
√

2

3− √2 3+
√

2 3
√

2


1
2



3 +
√

2 3− √2

3− √2 3+
√

2

3
√

2 3
√

2


=


10 8

8 10



この固有値 αi は det(ATA− αi I ) = 0より
∣∣∣∣∣∣∣
10− αi 8

8 10− αi

∣∣∣∣∣∣∣ = α2
i − 20αi + 36 = 0 α1 = 2, α2 = 18

固有ベクトル ~ui は、長さが 1、第 1成分が非負の条件より

~u1 =
1√
2


1

1

 ~u2 =
1√
2


1

−1



となる。

(iii) λ2
i = αi , λ1 ≥ λ2であるので前問の結果より λ1 = 3

√
2, λ2 =

√
2となる。よって、

Λ =


3
√

2 0

0
√

2



次に、 ~ui = V~ei であるので

V =
1√
2


1 1

1 −1



最後に U = AVΛ−1であるので

U =
1
2



3 +
√

2 3− √2

3− √2 3+
√

2

3
√

2 3
√

2


1√
2


1 1

1 −1


1
6


√

2 0

0 3
√

2

 =
1
2



1
√

2

1 −√2√
2 0



と求まる。

3. (i) 初めに棒の一端が床に着地し、任意の方向に倒れると考

えても一般性は失われない。

倒れた棒が床の線と交わるには、棒が右図のマスクした

領域の向きに倒れた場合である。右図でこの諸量を定義

する。xを固定した場合の棒の線と交わる確率 p(x)は明

らかに

p(x) =
2θ1 + 2θ2

2π
=
θ1 + θ2

π

である。なお変数の定義から以下の式が成り立っている。

θ1 = arccos
x
`

θ2 = arccos
y
`

θ1

θ22θ

θ1

y

x

a l

l
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(ii) 2本の平行線の中点に関して床は上下対称なので、求める確率は棒の着地点 xを [0,a/2]の範囲に限定し

て考えて差し支えない。

棒が線と交わる確率 P(`)は、前問で得られた結果を規格化に注意して xで積分すれば求まる。すなわち

P(`) =
1

a/2

∫ a/2

0
dx p(x) =

2
aπ

[∫ a/2

0
dx θ1 +

∫ a/2

0
dx θ2

]

この右辺第 2項で y = a− xの変数変換を行い、θ1, θ2をそれぞれ x, yで表すと

P(`) =
2
aπ

[∫ a/2

0
dx arccos

x
`

+

∫ a

a/2
dy arccos

y
`

]

となるがこの右辺第 2項の被積分関数は右辺第 1項のそれとまったく同じである。よって 2つの積分を

まとめて

P(`) =
2
aπ

∫ a

0
dx arccos

x
`

とすることができる。さらに x = ` cosθと変数変換してこの積分を計算する。

P(`) = −2`
aπ

∫ arccos (a/`)

arccos (0)
dθ θ sinθ =

2`
aπ

[
θ cosθ − sinθ

]arccos (a/`)

arccos (0)

=
2`
aπ

(a
`

arccos
a
`
−
√
`2 − a2

`
+ 1

)
=

2
π

(
arccos

a
`
−
√
`2 − a2 − `

a

)

これが求める確率である。なお a→ 0または ` → ∞の極限においてこの確率は確かに 1になる。
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■教育物理解答
1. (i) 系は軸対称であるから、高さが単位長さの半径 r の同軸の円柱を積分領域に選べば、ガウスの法則より、

(2πr · 1)E =
q(r)
ε0

ただし、q(r)は、積分領域の中の電荷の総和で、a < r < bの時、q(r) = Q。また、Bの電位が 0である事

から、r > bで、q(r) = 0。故に、

E(r) =


Q

2πε0r (a < r < b)

0 (r > b)

と求まる。

次に円筒 A の電位 V は、

V = −
∫ a

b
dr

Q
2πε0r

=
Q

2πε0
ln

b
a

と求まり、電荷と静電容量との関係が Q = CVである事から、円筒間の単位長さあたりの静電容量Cは、

C =
2πε0

ln(b/a)

と表せる。

(ii) 系が軸対称であるから、同軸の円周を積分経路に選べば、アンペールの法則より、

2πrB = µ0i(r)

ただし、i(r)は積分範囲に囲まれる電流の総和で、a < r < bで I である。故に、

B(r) =
µ0I
2πr

である。次に仮想的に、Bを固定し、Aの半径が可変で、raであるとする。磁場は、AB間にしか存在し

ないから、空間中の磁場のエネルギー U(ra)は、単位長さあたり、

U(ra) =
1

2µ0

∫ b

ra

dr 2πrB(r)2 =
µ0I2

4π
ln

b
ra

と求まる。raを微小量変化させた時に増加する磁場のエネルギーは、圧力に抗して加えた仕事に等しく、

圧力を p(ra)とすると、

2πrap(ra) =
d

dra
U(ra) ... p(ra) = − µ0I2

8π2r2
a

よって、圧力は外向きである。

2. (i) 棒の単位長さあたりの質量を σ = M/l とすると、慣性モーメント I は、

I =

∫ l/2

−l/2
dr σr2 =

1
12

Ml2

と表される。

(ii) 運動エネルギー T は重心の並進運動エネルギーと重心の周りの回転運動エネルギーの和である。

T =
1
2

M(ẋ2 + ẏ2) +
1
2

I θ̇2

x, y, ẋ, ẏを θ, θ̇で表すと

x =
l
2

sinθ y = − l
2

cosθ ẋ =
l
2
θ̇ cosθ ẏ =

l
2
θ̇ sinθ · · · (1)
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となるので、これらで T を整理すると

T =
1
6

Ml2θ̇2

と表される。次に位置エネルギー U は

U = Mgy = −1
2

Mgl cosθ

と表される。よって、力学的全エネルギー Eは

E = T + U =
1
6

Ml2θ̇2 − 1
2

Mgl cosθ · · · (2)

と表される。

(iii) 抗力 Rx,Ryは軸と同じ向きに扱うことにする。

重心の並進の運動方程式は以下の通りである。

Mẍ = Rx Mÿ = Ry − Mg · · · (3)

次に回転の運動方程式は以下の通りである。θの増加方向が、普段の xy平面とは違うことに注意する。

I θ̈ = − l
2

Rx cosθ − l
2

Ry sinθ · · · (4)

(iv) 式 (3),(4)より抗力 Rx,Ryを消去して整理して

l
6
θ̈ = −ẍcosθ − ÿsinθ − gsinθ

を得る。右辺の時間微分を次のように変形していく
l
6
θ̈ = − d

dt
(ẋcosθ + ẏsinθ) − ẋθ̇ sinθ + ẏθ̇ cosθ − gsinθ

= − d
dt

( l
2
θ̇
)
− gsinθ = − l

2
θ̈ − gsinθ

... 2lθ̈ + 3gsinθ = 0 · · · (5)

ところで式 (2)のエネルギー Eを時間微分すると

Ė =
1
3

Ml2θ̇θ̈ +
1
2

Mglθ̇ sinθ =
1
6

Mlθ̇(2lθ̈ + 3gsinθ)

これは式 (5)より 0である。すなわちエネルギー Eは保存される。

(v) エネルギー Eが保存されるので t ≥ 0で次の式が成り立つ

1
6

Ml2θ̇2 − 1
2

Mgl cosθ =
1
6

Ml2ω2
0 −

1
2

Mgl ... θ̇2 =
3g
l

(cosθ − 1) + ω2
0

棒が鉛直逆立ちになる θ = πのときに θ̇が実数になる場合、つまり ω0 >
√

6g/l の場合には棒は原点の周

りを回転することになる。他方、逆立ちとなれない場合には棒は原点の下を振動することになる。θ̇は以

下の通りである。

θ̇ =



+

√
3g
l

(cosθ − 1) + ω2
0 ω0 >

√
6g
l
の場合

±
√

3g
l

(cosθ − 1) + ω2
0 ω0 ≤

√
6g
l
の場合

(vi) θ � 1に対して sinθ ' θと近似すると式 (5)は

θ̈ = −3g
2l
θ

となる。この解は明らかに

θ = ω0

√
2l
3g

sin

√
3g
2l

t

である。
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3. (i) くちばしについた水が蒸発することにより、気化熱を奪い、頭部が胴体よりも冷える。頭部では、凝結が

起こり、蒸気圧が下がる。すると、胴体内と頭部の圧力差により、管を液体が上昇する。すると、重心が

移動して、水飲み鳥は前傾して、くちばしをぬらす。同時に、体内の液体の量とガラス管の位置が上手く

調整してあるため、水を飲んでいる状態で、胴体内の気体が管内を通って頭部へ上昇し、頭部の液体を胴

体に戻すと同時に、気圧差を解消する。このようにして、水飲み鳥は、再び立ち上がる。以後、この動作

を繰り返す。

(ii) (d)は、この作動機構は、くちばしが濡れていることが重要であり、コップとその中の水の存在は本質的

なものでないことを示していて、(i) の作動原理の理解に矛盾しない。

(e)は、頭部が胴体よりも冷えていることが本質的であることを示している。これも (i)の作動原理の理解

に矛盾しない。

(f) は、体積の変化がほとんど無いのに、手で胴体を包むと液体が上昇したので、液体の上昇は、胴体が

暖められて、胴体内の気体の圧力が上昇して、液体を持ち上げたためと考えられる。その際、もしそれ

が、気体の体積膨張によるものなら、高々、∆T/273程度の割合しか上昇しない。むしろ、胴体には揮発

性の高い液体が入っていると考えるほうが合理的である。数度の変化で蒸気圧が大きく変わる事を考えれ

ば、頭部と胴体が数度の温度差しか無くても、多くの液体を動かすことができて、水飲み鳥を動かすこと

ができると考えられる。これにより、水飲み鳥の動作原理を推測できる。

(g)はくちばしの水分の蒸発が運動を支えていることを示している。蒸発することにより、気化熱を奪う

ので、頭部に低温熱源があることになる。これから、胴体部分が頭部に比べて高温であることから、熱力

学的に仕事が生まれることが説明できる。仕事率は二つの熱源の温度差に比例していて、それはくちばし

からの蒸発量による。これは、水飲み鳥をおおうと、しだいに動きがゆっくりになっていったことを良く

説明している。

(iii) 頭部と胴体に 0.1度程度まで分かる温度計（熱電対）を、水飲み鳥の動作に支障が出ないように取り付け、

水飲み鳥の動作状況と温度変化を観察する。覆いがしてあり、中に水があれば、しだいに内部は飽和蒸気

圧に達する。よって、時間経過とともに、頭部と胴体の温度差の一動作周期あたりの最大値が小さくなる

はずである。また、それに伴って、動作の周期が延びるはずである。それらの関係を実証する。


