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1. 復習  これまでの学習に関するコメントを集めてみました。まず、グラフについて。 
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 全くその通りです。一つ
には皆さんの数学の学習が 

十分ではないため、また、もう一つは、皆さんの中でも数学が得意であったとしても、その意味についての
理解を深めるため、グラフを多用しています。ぜひ、グラフを通してしっかり理解することを目指してくだ
さい！ そうしたこともあって、今回、傾きのプリントを作りました。 

 もしそう
思ったら、
ぜひ、真似
してくださ
い！ 

その際、「マインドマップ」という言葉でインターネット検索して、情報を集めてみましょう。あのような
情報の整理方法は、人間の理解のし方に似ているとも言われ、多用されます！ビジネスツールでもあります。 

 全ての公式とか、法則
とか呼ばれているものは、
文字で表すことができま
す。式が出てきたら、そ
れを言葉にする練習も、 

是非してもらいたいと思います。その練習を積み重ねることで、物理で扱う数式を正しく扱うことができる
ようになると思います。 

2. 回転運動  回転運動は、直線運動に比べて、われわれの理解は乏しいと思います。 

そこで、自分で積極的
に試して欲しいし、自
分の体験と結び付けて
欲しいです。それがで
きていて素晴らしい！ 

 次に、「アリスのティー
パーティー」で遊ぶときに
は、ぜひ、回転を速めた上
で、頭を動かしたり、腕を
伸び縮みさせてみたりして
下さい！ 

 はい。実体験と、理論
とが両方あると、覚える
必要もなくなります。 

 アメリカの学者、Lindzen 教授は、物理学の学びには2つの段階が必要だといわれていました。一つは、
Learning : 学ぶことです。もう一つは Living with : 学んだことを頭の中に入れて、定着させることです。
物理法則を学んでも、それを応用できるかどうかは、自分の頭の仲での理解ができているかどうかが重要で
す。そういう観点から、応用できるようになるためには、頭の中で熟成させる必要があります。そして、そ
の間に、他の事を学んだり、あるいは何かを体験したりして、頭の中にあるものと結びつけて考えていくこ
とができれば、理解が深まります。 
 物理学概論で扱うこともそうです。本当は、半年後に期末試験をやりたいくらいです。講義が終わっても、
ぜひ、頭の中に学んだことを入れておいて、定着するようにしてみて下さい！ 



3. 電気と磁気 
 ここにも私の仲間がいました。やられた感が強いと思います。 

 この質問は、簡単な用で難しい質問
です。まず、電荷については、電気の
プラスとマイナスです。例えば電子は
マイナスの電荷を持っています。 

下敷きで髪の毛をこすると、髪の毛はプラスに、下敷きはマイナスに帯電します。髪の毛の電子が、下敷き
に移ってしまったのです。 
 次に、磁荷です。これは、磁石の Ｎ極だけ（これを正の磁荷とします。）、Ｓ極だけ（これを負の磁荷
とします。）のことです。静電気で下敷きにくっついた髪の毛に、磁石を近づけても何も起こりません。電
荷と磁荷は、それぞれ、別々のもので、それぞれがクーロンの法則で表される力で引き合ったり、反発し
あったりしています。 
 最後に、電場とか磁場です。電荷が受ける力は、電荷の電気量に比例します。そこで、その電気量が単位
電気量（ＳＩでは具体的には １[C](クーロン) ）あたり作用する力を電場といいます。磁場についても同
様で、単位磁荷（1[Wb](ウェーバー)）あたり作用する力を磁場といいます。そこで、ある場所の磁場がわ 

からなかったら、
そこに、Ｎ極の磁
荷をおけば、磁場
の様子がわかりま 

す。「小さなＮ極を置いたときに」とは、そういうことです。「右向きに力が作用するので、ここには右
向きの磁場がある」と言ったわけです。磁場がどちら向きであるかを考えるためにお話したことです。 

 この質問は、磁荷についての根本的な質問を含んでいます。これまで、磁荷が存在するように話してき
ました。それは、そうすることで、電気と磁気に付いて、話がそっくりなので理解し易いからです。とこ
ろが、実際には、この世の中には、実は磁荷は単独では存在しない（発見されていない）のです。磁荷の
場合には、必ず、Ｎ極とＳ極はペアになって現れます。 
 地球の場合もそうです。そして、こうしたＮ極Ｓ極のペアを作るのは電気です。地球の中の液体核と呼
ばれる部分には電流が流れていて、地球の磁場を維持していると考えられています。 

 科学者は、何を考えて、何をしたくて研究しているのか。それを知っておかないと、科学者の行為は暴
走することがあります。少なくとも、「知りたいという欲求」は、表向きの話であって、実際にはかなり
違います。プライドとか、生活とか、意地とか、そんなものもいっぱいあります。 

してもらえたらと思います。 

4. その他  キャベンディシュに興味を持ってもらうことは、実は、とても大切だと考えています。 
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