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海水の酸性・アルカリ性の月別変化

こ ん か い に さ ん か た ん そ かんが も ん だ い ぜ ん か い

今回は、二酸化炭素について考える問題（その２）です。前回（１１
づ け と あ み や ざ き け んきょうつ う も ん だ い か い せ つ

月２２日付）取り上げた宮崎県共通問題を解説します。

こ う り つちゅうこ う い っ か ん こ う て き せ い け ん さ も ん だ い も ん だ い じょうけ ん かんが か た

公立中高一貫校の適性検査問題では、問題の条件や考え方、あるい
か い と う て か い と う し じ

は解答の手がかりになること、また解答にあたっての指示など、さま
か い わ ぶ ん せ つ も ん な か せ つ め い も ん だ い

ざまなことが会話文や設問の中で説明されています。そのため、問題
ぶ ん よ じょうほ う せ い か く よ と ちから

文をていねいに読んで、これらの情報を一つひとつ正確に読み取る力
も と よ お せ い か い

が求められます。一つでも読み落としてしまうと正解にたどりつくこ

とはできません。

問題１
に さ ん か た ん そ た い せ き し ら き た い あ つ き ぐ め

二酸化炭素の体積を調べますので、気体を集める器具は、目もりが
し け ん か ん め ほ う

ついていない試験管より、目もりのついているメスシリンダーの方が
て き

適しています。

問題２
じ っ け ん た ん さ ん す い に さ ん か た ん

実験１で、炭酸水から二酸化炭
そ だ ま え た ん さ ん す い は い

素を出す前の炭酸水の入ったペッ
お も に さ ん

トボトルの重さが５３７.１０ｇ、二酸
か た ん そ だ あ と お も

化炭素を出した後の重さが５３４.６０
た ん さ ん す い で

ｇです。これより、炭酸水から出
に さ ん か た ん そ お も

てきた二酸化炭素の重さは、

５３７.１０－５３４.６０＝２.５０（ｇ）

です。
に さ ん か た ん そ お も た ん さ ん す い で

二酸化炭素の１cm３あたりの重さを０.００１８３ｇとして、炭酸水から出
に さ ん か た ん そ た い せ き も と に さ ん か た ん そ た い せ き

てきた二酸化炭素の体積を求めますが、二酸化炭素の体積は「Ｌ」の
た ん い こ た しょうす う だ い い し し ゃ ご にゅう しょうす う だ い い も と

単位で、また答えは「小数第２位を四捨五入して小数第１位まで」求
し じ しょうす う だ い い し し ゃ ご にゅう しょうす う

めるように指示があります。ここで「小数第２位を四捨五入して小数
だ い い さ いしゅうて き こ た た ん い しょうす う だ い い し し ゃ ご にゅう

第１位まで」とは、最終的な答えの単位での小数第２位を四捨五入し
しょうす う だ い い す う ち と ちゅう け い さ ん わ き

て小数第１位までの数値にすることです。途中の計算で割り切れない
ば あ い と ちゅう し し ゃ ご にゅう ご け い さ ん こ た す こ

場合でも、途中で四捨五入してしまうと、その後の計算の答えに少し
しょう ちゅう い

ずつずれが生じてしまいますので、注意しましょう。
た ん さ ん す い で に さ ん か た ん そ お も た い せ き も と

炭酸水から出てきた二酸化炭素の重さから体積を求めると、

２.５０÷０.００１８３＝１３６６.１２…（cm３）
た ん い

となります。単位をＬになおすと、１Ｌ＝１０００cm３より、

１３６６.１２…cm３＝１.３６６１２…Ｌ
しょうす う だ い い し し ゃ ご にゅう

となり、小数第２位を四捨五入して１.４Ｌです。
つ ぎ は じ た ん い け い さ ん し き

また、次のように、初めからＬの単位での計算式をつくっておいて

もいいですね。

２.５０÷０.００１８３÷１０００＝１.３６…（Ｌ）

問題３
じ っ け ん じょうきょう も ん だ い ぶ ん よ と

実験２の状況を問題文から読み取
せ い か く

って、正確におさえることがポイン
じ っ け ん じょうきょう

トです。そして、その実験の状況が
か い と う て

解答への手がかりにつながっていき

ます。
じ っ け ん へ や き お ん く う き お ん ど ひ

まず、「実験をした部屋の気温（空気の温度）が２０℃で、その日の
て ん き あ め じ っ け ん へ や く う き す いじょう き

天気は雨でした」とあることから、実験をした部屋の空気は水蒸気を
お お かんが つ ぎ れ い こ ひ と ば ん ひ た ん

多くふくんでいると考えられます。次に「冷ぞう庫で一晩冷やした炭
さ ん す い い か み か み い

酸水を入れて２００ｇにした紙コップ」とあることから、紙コップに入れ
た ん さ ん す い ひ じ っ け ん は じ じ

た炭酸水は冷えていることがわかります。これより、実験を始めて時
か ん け い か か み な か た ん さ ん す い つ め か み

間が経過すると、紙コップの中の炭酸水の冷たさにより、紙コップの
ひょうめ ん ふ き ん く う き お ん ど さ かんが

表面付近の空気の温度は下がっていくと考えられます。
く う き す い じょう き りょう く う き お ん ど か

空気がふくむことができる水蒸気の量は空気の温度によって変わ
く う き お ん ど ひ く く う き ちゅう す いじょう き りょう

り、空気の温度が低くなると空気中にふくむことができる水蒸気の量
す く

は少なくなります。
か み ひょうめ ん ふ き ん く う き お ん ど さ く う き ちゅう

紙コップの表面付近の空気の温度が下がることで、空気中にふくむ
す いじょう き りょう か み ひょうめ ん ふ き ん く う き

ことができる水蒸気の量が、紙コップの表面付近の空気がふくんでい
す いじょう き りょう す く く う き ちゅう

た水蒸気の量よりも少なくなってしまうと、空気中にふくむことがで
す いじょう き す い て き か み ひょうめ ん ふ ちゃく

きなくなった水蒸気が水滴となって紙コップの表面に付着します。

じ っ け ん け っ か

実験２の結果をもとにつくったグラフ

じ っ け ん は じ た ん さ ん す い に さ ん か た ん そ で ぶ ん す こ

実験を始めると、炭酸水から二酸化炭素が出ていって、その分、少
か る い っ ぽ う か み ひょうめ ん ふ き ん く う き お ん ど さ

しずつ軽くなります。一方で、紙コップの表面付近の空気の温度が下
く う き ちゅう す いじょう き す い て き

がることにより、空気中にふくむことができなくなった水蒸気が水滴
か み ひょうめ ん ふ ちゃく た ん さ ん す い い か み お も

となって紙コップの表面に付着して、炭酸水を入れた紙コップの重さ
お も じ っ け ん け っ か じ っ け ん は じ

が重くなります。実験２の結果をもとにつくったグラフで、実験を始
ぷ ん ふ ん た ん さ ん す い い か み お も お も

めて６分から５７分ぐらいまで、炭酸水を入れた紙コップの重さが重く
た ん さ ん す い に さ ん か た ん そ で か る お も

なっているのは、炭酸水から二酸化炭素が出ていって軽くなる重さと、
く う き ちゅう す いじょう き す い て き か み

空気中にふくむことができなくなった水蒸気が水滴となって紙コップ
ひょうめ ん ふ ちゃく お も お も さ ぶ ん た ん さ ん す い い か み

の表面に付着して重くなる重さとの差の分だけ、炭酸水を入れた紙コ
お も お も かんが

ップの重さが重くなるからだと考えられます。

問題４
じ っ け ん じょうきょう も ん だ い ぶ ん よ と せ い か く

ここでも、実験１の状況を問題文から読み取って、正確におさえる

ことがポイントです。
か い わ ぶ ん に さ ん か た ん そ た ん さ ん す い は い よ う き ふ あたた

まず会話文で、二酸化炭素は「炭酸水の入った容器を振ったり、温
で じ っ け ん

めたりするとたくさん出てきた」とあります。また、実験１でも、
た ん さ ん す い な か き た い だ ふ

「炭酸水の中の気体を出すために、ふたをあけてペットボトルを振っ
あたた た ん さ ん す い あたた

たり、温めたりしました」とあります。これより、炭酸水を温めるこ
に さ ん か た ん そ で かんが

とで、二酸化炭素がたくさん出てくると考えられます。

せ ん せ い み

先生が見せてくれたグラフ

せ ん せ い み か い が ん か い す い さ ん せ い

先生が見せてくれたグラフは、「日本のある海岸で」海水の酸性や
せ い ど あ し ら け っ か

アルカリ性の度合いを調べた結果ですので、４月から９月は、１０月か
か い す い お ん ど た か かんが に

ら３月にくらべると海水の温度が高いと考えられます。そのため、二
さ ん か た ん そ か い す い で か い す い に さ ん か た ん そ

酸化炭素が海水からたくさん出てきて、海水にとけている二酸化炭素
りょう す く か い す い せ い ど あ つ よ かんが

の量が少なくなり、海水のアルカリ性の度合いが強くなると考えられ
い っ ぽ う か い す い お ん ど

ます。一方、１０月から３月は、４月から９月にくらべると海水の温度
ひ く か い す い で に さ ん か た ん そ りょう す く か い す い

が低く、海水から出ていく二酸化炭素の量が少ないため、海水にとけ
に さ ん か た ん そ りょう お お か い す い さ ん せ い ど あ つ よ

ている二酸化炭素の量が多くなり、海水の酸性の度合いが強くなると
かんが

考えられます。

問題１ メスシリンダー

問題２ １.４（Ｌ）
た ん さ ん す い に さ ん か た ん そ で か る お も く う

問題３ 炭酸水から二酸化炭素が出ていって軽くなる重さと、空
き ちゅう す いじょう き す い て き か み

気中にふくむことができなくなった水蒸気が水滴となって紙コップの
ひょうめ ん ふ ちゃく お も お も さ ぶ ん た ん さ ん す い い か み

表面に付着して重くなる重さとの差の分だけ、炭酸水を入れた紙コッ
お も

プが重くなるから。
か い す い お ん ど

問題４ ４月から９月にくらべると１０月から３月は海水の温度が
ひ く か い す い で に さ ん か た ん そ りょう す く か い す い

低く、海水から出ていく二酸化炭素の量が少ないため、海水にとけて
に さ ん か た ん そ りょう お お か い す い さ ん せ い ど あ つ よ

いる二酸化炭素の量が多くなり、海水の酸性の度合いが強くなるから。
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今回は、二酸化炭素について考える問題（その２）です。前回（１１

月２２日付）取り上げた宮崎県共通問題を解説します。

公立中高一貫校の適性検査問題では、問題の条件や考え方、あるい

は解答の手がかりになること、また解答にあたっての指示など、さま

ざまなことが会話文や設問の中で説明されています。そのため、問題

文をていねいに読んで、これらの情報を一つひとつ正確に読み取る力

が求められます。一つでも読み落としてしまうと正解にたどりつくこ

とはできません。

問題１

二酸化炭素の体積を調べますので、気体を集める器具は、目もりが

ついていない試験管より、目もりのついているメスシリンダーの方が

適しています。

問題２

実験１で、炭酸水から二酸化炭

素を出す前の炭酸水の入ったペッ

トボトルの重さが５３７.１０ｇ、二酸

化炭素を出した後の重さが５３４.６０

ｇです。これより、炭酸水から出

てきた二酸化炭素の重さは、

５３７.１０－５３４.６０＝２.５０（ｇ）

です。

二酸化炭素の１cm３あたりの重さを０.００１８３ｇとして、炭酸水から出

てきた二酸化炭素の体積を求めますが、二酸化炭素の体積は「Ｌ」の

単位で、また答えは「小数第２位を四捨五入して小数第１位まで」求

めるように指示があります。ここで「小数第２位を四捨五入して小数

第１位まで」とは、最終的な答えの単位での小数第２位を四捨五入し

て小数第１位までの数値にすることです。途中の計算で割り切れない

場合でも、途中で四捨五入してしまうと、その後の計算の答えに少し

ずつずれが生じてしまいますので、注意しましょう。

炭酸水から出てきた二酸化炭素の重さから体積を求めると、

２.５０÷０.００１８３＝１３６６.１２…（cm３）

となります。単位をＬになおすと、１Ｌ＝１０００cm３より、

１３６６.１２…cm３＝１.３６６１２…Ｌ

となり、小数第２位を四捨五入して１.４Ｌです。

また、次のように、初めからＬの単位での計算式をつくっておいて

もいいですね。

２.５０÷０.００１８３÷１０００＝１.３６…（Ｌ）

問題３

実験２の状況を問題文から読み取

って、正確におさえることがポイン

トです。そして、その実験の状況が

解答への手がかりにつながっていき

ます。

まず、「実験をした部屋の気温（空気の温度）が２０℃で、その日の

天気は雨でした」とあることから、実験をした部屋の空気は水蒸気を

多くふくんでいると考えられます。次に「冷ぞう庫で一晩冷やした炭

酸水を入れて２００ｇにした紙コップ」とあることから、紙コップに入れ

た炭酸水は冷えていることがわかります。これより、実験を始めて時

間が経過すると、紙コップの中の炭酸水の冷たさにより、紙コップの

表面付近の空気の温度は下がっていくと考えられます。

空気がふくむことができる水蒸気の量は空気の温度によって変わ

り、空気の温度が低くなると空気中にふくむことができる水蒸気の量

は少なくなります。

紙コップの表面付近の空気の温度が下がることで、空気中にふくむ

ことができる水蒸気の量が、紙コップの表面付近の空気がふくんでい

た水蒸気の量よりも少なくなってしまうと、空気中にふくむことがで

きなくなった水蒸気が水滴となって紙コップの表面に付着します。

実験２の結果をもとにつくったグラフ

実験を始めると、炭酸水から二酸化炭素が出ていって、その分、少

しずつ軽くなります。一方で、紙コップの表面付近の空気の温度が下

がることにより、空気中にふくむことができなくなった水蒸気が水滴

となって紙コップの表面に付着して、炭酸水を入れた紙コップの重さ

が重くなります。実験２の結果をもとにつくったグラフで、実験を始

めて６分から５７分ぐらいまで、炭酸水を入れた紙コップの重さが重く

なっているのは、炭酸水から二酸化炭素が出ていって軽くなる重さと、

空気中にふくむことができなくなった水蒸気が水滴となって紙コップ

の表面に付着して重くなる重さとの差の分だけ、炭酸水を入れた紙コ

ップの重さが重くなるからだと考えられます。

問題４

ここでも、実験１の状況を問題文から読み取って、正確におさえる

ことがポイントです。

まず会話文で、二酸化炭素は「炭酸水の入った容器を振ったり、温

めたりするとたくさん出てきた」とあります。また、実験１でも、

「炭酸水の中の気体を出すために、ふたをあけてペットボトルを振っ

たり、温めたりしました」とあります。これより、炭酸水を温めるこ

とで、二酸化炭素がたくさん出てくると考えられます。

先生が見せてくれたグラフ

先生が見せてくれたグラフは、「日本のある海岸で」海水の酸性や

アルカリ性の度合いを調べた結果ですので、４月から９月は、１０月か

ら３月にくらべると海水の温度が高いと考えられます。そのため、二

酸化炭素が海水からたくさん出てきて、海水にとけている二酸化炭素

の量が少なくなり、海水のアルカリ性の度合いが強くなると考えられ

ます。一方、１０月から３月は、４月から９月にくらべると海水の温度

が低く、海水から出ていく二酸化炭素の量が少ないため、海水にとけ

ている二酸化炭素の量が多くなり、海水の酸性の度合いが強くなると

考えられます。

問題１ メスシリンダー

問題２ １.４（Ｌ）

問題３ 炭酸水から二酸化炭素が出ていって軽くなる重さと、空

気中にふくむことができなくなった水蒸気が水滴となって紙コップの

表面に付着して重くなる重さとの差の分だけ、炭酸水を入れた紙コッ

プが重くなるから。

問題４ ４月から９月にくらべると１０月から３月は海水の温度が

低く、海水から出ていく二酸化炭素の量が少ないため、海水にとけて

いる二酸化炭素の量が多くなり、海水の酸性の度合いが強くなるから。

７ ２０２０年（令和２年）１１月２９日 日曜日 （第三種郵便物認可）

じっくり学ぶ

理
科
問
題
編
⑧

二酸化炭素について考えよう
その２

執筆・早稲田進学会（上田竜夫） イラスト・大野直人（エヌノート）

毎週日曜に掲載します。


