
講談社 1ページ ［2023年 12月作成］

『カラー入門　基礎から学ぶ物理学』第 1～8刷正誤表

この度は，標記書籍をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
標記書籍に誤りがありました。訂正し，深くお詫び申し上げます。

【第 1刷】
ページ
数 位置 誤 正

29 15～16行目 1時間に 1000ワットの仕事をおこなった場合の仕事
率である 1キロワット時（1 kWh） 1キロワット（1 kW）

179 問題 16.1図

1.2 V 4.8 F 1.2 V 4.8 nF

268 左段
9～10行目

268　　付録A　数学公式

（b）積分公式
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268　　付録A　数学公式

（b）積分公式
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【第 1刷～第 2刷】
ページ
数 位置 誤 正

130 右段
下から 7行目 の理想気体 の単原子分子の理想気体

228 右段 1行目 （1）コイルに流れる （1）コンデンサーに流れる
242 1.14 v=4t+10=18 m/s v=4t+10=18 m/s，a=4 m/s2

1.15（2）

242　　章末問題解答

«　章末問題解答：1章　»

 1.1 　（1）3桁　（2）4桁　（3）3桁　（4）2桁
 1.2 　（1）10　（2）10.4　（3）5.00　（4）0.50

（5）1.17

 1.3 　（1）3.00#108（光速度）　（2）6.67#10-11

（万有引力定数）　（3）6.02#1023（アボガドロ数）
（4）1.60#10-19（電気素量）　（5）2.73#102

 1.4 　（1）1.0#10-2　（2）27.8　（3）9.80

（4）1.013

 1.5 (6#1023)/(380#60#24#365)=3#1015

年（3000兆年）　※ 1分間に 380個とした．
 1.6 4.3#1017/6.3#108=6.8#108倍（6億 8千
万倍）
 1.7 6#1023/5.3#104=1#1019 kg/1010 kg/年
=109年（10億年）
 1.8 2.0#1022/(3.00#108#60#60#24#365)

=2.1#106年後（210万年後）

 1.9 ( , ) , ( , )tan
x
y

r x y 4 302 2 1i = + = %-d d nn

 1.10 ( , , ) , ,x y z
2
2

2
2

3=e o

 1.11 　（1）Dx=8 m　（2）　v
t
x
D

D
= =r 4 m/s

（3）v=4t-4=4 m/s

 1.12 　（1）a
t
v
D

D
= =-8 m/s2

（2）a=-4t=-12 m/s2

 1.13 a
t
v
D

D
= =-15 m/s2

 1.14 v=4t+10=18 m/s

 1.15 　（1）v=at=12 m/s　（2） t
a
v

= = 7 s

（3） .x at
2
1

2 0 102 2#= =  m

 1.16 　（1）v=v0+at=30 m/s

（2） t
a

v v0
=

-
= 3.0 s

（3） x v t at
2
1

0
2= + = 83 m

 1.17 
( )

a
x x

v v

2 0

2
0
2

=
-

-
= 2.5 m/s2

 1.18 ( )v a x x2 0= - = 2.2 m/s

 1.19 　（1）y=x2+C　（2） y
x C
1
2=

- +

（3）y=Cex
2

 1.20 　一般解：v=-gt+C，条件を満たす解：
v=v0-gt

«　章末問題解答：2章　»

 2.1 　（1）T1 cos i1-T2 cos i2=0，
T1 sin i1+T2 sin i2-mg=0

（2） N
sin cos sin cos

cos
T

mg
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+
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+
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 2.2 　（1）F=Ma，N-Mg=0

（2）a=F/M=1.5 m/s2，N=Mg=98 N

 2.3 　（1）F cos i=Ma，N+F sin i-Mg=0

（2） . m/s
cos

a
M

F
1 3 2i

= = ，

N=Mg-F sin i=91 N

 2.4 　（1）T-m1g=m1a，T-m2g=-m2a

（2） . m/sa
m m

m m g
4 2

1 2

2 1 2=
+

-
=

] g ，

NT m g a
m m

m m g2
281

1 2

1 2
= + =

+
=] g

 2.5 　（1）T=m1a，N-m1g=0，m2g-T=m2a
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«　章末問題解答：1章　»

 1.1 　（1）3桁　（2）4桁　（3）3桁　（4）2桁
 1.2 　（1）10　（2）10.4　（3）5.00　（4）0.50

（5）1.17

 1.3 　（1）3.00#108（光速度）　（2）6.67#10-11

（万有引力定数）　（3）6.02#1023（アボガドロ数）
（4）1.60#10-19（電気素量）　（5）2.73#102

 1.4 　（1）1.0#10-2　（2）27.8　（3）9.80

（4）1.013

 1.5 (6#1023)/(380#60#24#365)=3#1015

年（3000兆年）　※ 1分間に 380個とした．
 1.6 4.3#1017/6.3#108=6.8#108倍（6億 8千
万倍）
 1.7 6#1023/5.3#104=1#1019 kg/1010 kg/年
=109年（10億年）
 1.8 2.0#1022/(3.00#108#60#60#24#365)

=2.1#106年後（210万年後）
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v
D

D
= =-8 m/s2

（2）a=-4t=-12 m/s2

 1.13 a
t
v
D

D
= =-15 m/s2

 1.14 v=4t+10=18 m/s，a=4 m/s2

 1.15 　（1）v=at=12 m/s　（2） t
a
v

= = 7.0 s

（3） .x at
2
1

2 0 102 2#= =  m
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v v0
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 1.19 　（1）y=x2+C　（2） y
x C
1
2=

- +

（3）y=Cex
2

 1.20 　一般解：v=-gt+C，条件を満たす解：
v=v0-gt

«　章末問題解答：2章　»

 2.1 　（1）T1 cos i1-T2 cos i2=0，
T1 sin i1+T2 sin i2-mg=0

（2） N
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 2.2 　（1）F=Ma，N-Mg=0

（2）a=F/M=1.5 m/s2，N=Mg=98 N

 2.3 　（1）F cos i=Ma，N+F sin i-Mg=0

（2） . m/s
cos

a
M

F
1 3 2i

= = ，

N=Mg-F sin i=91 N
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m m
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 2.5 　（1）T=m1a，N-m1g=0，m2g-T=m2a

251 6.4（1）

　　251

t0=　
2h0

g
　=0.45 sである．同様にして，高さ h1

から床に衝突するまでの時間は，t1=　
2h1

g
　と

なるが， t1
t0

=　 h1

h0
　=eから t1=et0となる．し

たがって，小球が床に静止するまでの時間は
　　T=t0+2t1+2t2+…=t0+2et0+2e2t0+…

　　　=t0(1+2e(1+e+…))=t0e1+
2e

1-e
o

　　　=4.1 s

«　章末問題解答：6章　»

 6.1 　a= v2

r
=6.0 m/s2，F=m

v2

r
=12 N

 6.2 　~=
Di

Dt
=3.0 rad/s

 6.3 　α=
D~

Dt
=3.0 rad/s2

 6.4 　（1）v=~#r=-9i+6 j

（2）F=m~#v=-36i-54 j

 6.5 　（1）T=m
v2

r
　（2）T=8.0 N　

（3）Tp=
2rr

v
=1.6 s

 6.6 　（1）T cos i=mg，T sin i=m
v2

L sin i

（2）v=　Lg sin i tan i=1.7 m/s（=1.68 m/s）

（3）Tp=
2rL sin i

v
=2r　L cos i

g
　=1.9 s

 6.7 　（1）fs=m
v2

r
　

（2）fs, max=nmg=5.9#103 N

（3）vmax=
　
nrg=12 m/s

 6.8 　（1）ar=
v2

L
=9.0 m/s2　

（2）at=g sin i=4.9 m/s2

（3）a=　e v
2

L
o

2

+(g sin i)2 =10 m/s2

 6.9 　（1）ar=
v2

r
，at=g sin i，

a=　e v
2

r
o

2

+(g sin i)2　（2）T-mg cos i=
mv2

r

（3）Tt=m e
vt2

r
-go　（4）Tb=m e

vb2

r
+go

 6.10 　a=g tan i=5.7 m/s2

 6.11 　（1）右方に傾く　（2）i=tan-1e
a

g
o=27°

 6.12 　（1）左方にはたらく　（2）n= a

g
=0.50

 6.13 　F=
mv2

r
=3.9#102 N

 6.14 　（1）a= 4r2r

Tp2
=0.53 m/s2

（2）f=ma=21 N　（3）n= a

g
=0.054

 6.15 　エレベーターが加速すると慣性力がはた
らき，見かけの加速度が g+aとなる．したがっ

て，加速中の振り子の周期は Tp=2r　 l

g+a
　

«　章末問題解答：7章　»

 7.1 　（1）A=6.0 m

（2）~=10r rad/s=31 rad/s　（3）d=0 rad

（4）T=
2r

~
=0.20 s　（5）f= 1

T
=5.0 Hz

（6）v= dx

dt
=-60r sin(10rt) m/s，

vmax=60r=1.9#102 m/s

　　251

t0=
2h0

g
=0.45 sである．同様にして，高さ h1

から床に衝突するまでの時間は，t1=
2h1

g
と

なるが， t1
t0

=
h1

h0

=eから t1=et0となる．し

たがって，小球が床に静止するまでの時間は
　　T=t0+2t1+2t2+…=t0+2et0+2e2t0+…

　　　=t0(1+2e(1+e+…))=t0e1+
2e

1-e
o

　　　=4.1 s

«　章末問題解答：6章　»

 6.1 a=
v2

r
=6.0 m/s2，F=m

v2

r
=12 N

 6.2 ~=
Di

Dt
=3.0 rad/s

 6.3 α=
D~

Dt
=3.0 rad/s2

 6.4 　（1）v=~#r=-9i+6 j  m/s

（2）F=m~#v=-36i-54 j  N

 6.5 　（1）T=m
v2

r
　（2）T=8.0 N

（3）Tp=
2rr

v
=1.6 s

 6.6 　（1）T cos i=mg，T sin i=m
v2

L sin i

（2）v= Lg sin i tan i=1.7 m/s（=1.68 m/s）

（3）Tp=
2rL sin i

v
=2r

L cos i

g
=1.9 s

 6.7 　（1）fs=m
v2

r

（2）fs, max=nmg=5.9#103 N

（3）vmax= nrg=12 m/s

 6.8 　（1）ar=
v2

L
=9.0 m/s2

（2）at=g sin i=4.9 m/s2

（3）a= e
v2

L
o

2

+(g sin i)2 =10 m/s2

 6.9 　（1）ar=
v2

r
，at=g sin i，

a= e
v2

r
o

2

+(g sin i)2　（2）T-mg cos i=
mv2

r

（3）Tt=m e
vt2

r
-go　（4）Tb=m e

vb2

r
+go

 6.10 a=g tan i=5.7 m/s2

 6.11 　（1）右方に傾く　（2）i=tan-1e
a

g
o=27°

 6.12 　（1）左方にはたらく　（2）n= a

g
=0.50

 6.13 F=
mv2

r
=3.9#102 N

 6.14 　（1）a= 4r2r

Tp2
=0.53 m/s2

（2）f=ma=21 N　（3）n= a

g
=0.054

 6.15 エレベーターが加速すると慣性力がはた
らき，見かけの加速度が g+aとなる．したがっ

て，加速中の振り子の周期は Tp=2r
l

g+a

«　章末問題解答：7章　»

 7.1 　（1）A=6.0 m

（2）~=10r rad/s=31 rad/s　（3）d=0 rad

（4）T=
2r

~
=0.20 s　（5）f= 1

T
=5.0 Hz

（6）v= dx

dt
=-60r sin(10rt) m/s，

vmax=60r=1.9#102 m/s

6.4（2）

　　251

t0=　
2h0

g
　=0.45 sである．同様にして，高さ h1

から床に衝突するまでの時間は，t1=　
2h1

g
　と

なるが， t1
t0

=　 h1

h0
　=eから t1=et0となる．し

たがって，小球が床に静止するまでの時間は
　　T=t0+2t1+2t2+…=t0+2et0+2e2t0+…

　　　=t0(1+2e(1+e+…))=t0e1+
2e

1-e
o

　　　=4.1 s

«　章末問題解答：6章　»

 6.1 　a= v2

r
=6.0 m/s2，F=m

v2

r
=12 N

 6.2 　~=
Di

Dt
=3.0 rad/s

 6.3 　α=
D~

Dt
=3.0 rad/s2

 6.4 　（1）v=~#r=-9i+6 j

（2）F=m~#v=-36i-54 j

 6.5 　（1）T=m
v2

r
　（2）T=8.0 N　

（3）Tp=
2rr

v
=1.6 s

 6.6 　（1）T cos i=mg，T sin i=m
v2

L sin i

（2）v=　Lg sin i tan i=1.7 m/s（=1.68 m/s）

（3）Tp=
2rL sin i

v
=2r　L cos i

g
　=1.9 s

 6.7 　（1）fs=m
v2

r
　

（2）fs, max=nmg=5.9#103 N

（3）vmax=
　
nrg=12 m/s

 6.8 　（1）ar=
v2

L
=9.0 m/s2　

（2）at=g sin i=4.9 m/s2

（3）a=　e v
2

L
o

2

+(g sin i)2 =10 m/s2

 6.9 　（1）ar=
v2

r
，at=g sin i，

a=　e v
2

r
o

2

+(g sin i)2　（2）T-mg cos i=
mv2

r

（3）Tt=m e
vt2

r
-go　（4）Tb=m e

vb2

r
+go

 6.10 　a=g tan i=5.7 m/s2

 6.11 　（1）右方に傾く　（2）i=tan-1e
a

g
o=27°

 6.12 　（1）左方にはたらく　（2）n= a

g
=0.50

 6.13 　F=
mv2

r
=3.9#102 N

 6.14 　（1）a= 4r2r

Tp2
=0.53 m/s2

（2）f=ma=21 N　（3）n= a

g
=0.054

 6.15 　エレベーターが加速すると慣性力がはた
らき，見かけの加速度が g+aとなる．したがっ

て，加速中の振り子の周期は Tp=2r　 l

g+a
　

«　章末問題解答：7章　»

 7.1 　（1）A=6.0 m

（2）~=10r rad/s=31 rad/s　（3）d=0 rad

（4）T=
2r

~
=0.20 s　（5）f= 1

T
=5.0 Hz

（6）v= dx

dt
=-60r sin(10rt) m/s，

vmax=60r=1.9#102 m/s

　　251

t0=
2h0

g
=0.45 sである．同様にして，高さ h1

から床に衝突するまでの時間は，t1=
2h1

g
と

なるが， t1
t0

=
h1

h0

=eから t1=et0となる．し

たがって，小球が床に静止するまでの時間は
　　T=t0+2t1+2t2+…=t0+2et0+2e2t0+…

　　　=t0(1+2e(1+e+…))=t0e1+
2e

1-e
o

　　　=4.1 s

«　章末問題解答：6章　»

 6.1 a=
v2

r
=6.0 m/s2，F=m

v2

r
=12 N

 6.2 ~=
Di

Dt
=3.0 rad/s

 6.3 α=
D~

Dt
=3.0 rad/s2

 6.4 　（1）v=~#r=-9i+6 j  m/s

（2）F=m~#v=-36i-54 j  N

 6.5 　（1）T=m
v2

r
　（2）T=8.0 N

（3）Tp=
2rr

v
=1.6 s

 6.6 　（1）T cos i=mg，T sin i=m
v2

L sin i

（2）v= Lg sin i tan i=1.7 m/s（=1.68 m/s）

（3）Tp=
2rL sin i

v
=2r

L cos i

g
=1.9 s

 6.7 　（1）fs=m
v2

r

（2）fs, max=nmg=5.9#103 N

（3）vmax= nrg=12 m/s

 6.8 　（1）ar=
v2

L
=9.0 m/s2

（2）at=g sin i=4.9 m/s2

（3）a= e
v2

L
o

2

+(g sin i)2 =10 m/s2

 6.9 　（1）ar=
v2

r
，at=g sin i，

a= e
v2

r
o

2

+(g sin i)2　（2）T-mg cos i=
mv2

r

（3）Tt=m e
vt2

r
-go　（4）Tb=m e

vb2

r
+go

 6.10 a=g tan i=5.7 m/s2

 6.11 　（1）右方に傾く　（2）i=tan-1e
a

g
o=27°

 6.12 　（1）左方にはたらく　（2）n= a

g
=0.50

 6.13 F=
mv2

r
=3.9#102 N

 6.14 　（1）a= 4r2r

Tp2
=0.53 m/s2

（2）f=ma=21 N　（3）n= a

g
=0.054

 6.15 エレベーターが加速すると慣性力がはた
らき，見かけの加速度が g+aとなる．したがっ

て，加速中の振り子の周期は Tp=2r
l

g+a

«　章末問題解答：7章　»

 7.1 　（1）A=6.0 m

（2）~=10r rad/s=31 rad/s　（3）d=0 rad

（4）T=
2r

~
=0.20 s　（5）f= 1

T
=5.0 Hz

（6）v= dx

dt
=-60r sin(10rt) m/s，

vmax=60r=1.9#102 m/s

256 11.4
(334+4.2+2257)#30=7.8#104 J

{334+4.2(100-0)+2257}#30

=9.0#104 J

257 右段
下から 6行目 Ⅲ：dW=pdV=4.8#102 J（仕事をされた） Ⅲ：dW=pdV=-4.8#102 J（仕事をされた）

右段
下から 4行目 Ⅱ：dQ=dU-dW=2.4 J（熱を放出した） Ⅲ：dQ=dU+dW=-1.2#103 J（熱を放出した）

260 15.23

260　　章末問題解答

«　章末問題解答：15章　»

 15.1 F=k
｜q1｜｜q2｜
r2 =2.7#10-2 N

 15.2 q
kq
r F

B
A

2

=- =-4.0#10-7 C

 15.3 F=k
｜q1｜｜q2｜
r2 =0.14 N

 15.4 F= 2k
｜q1｜｜q2｜
r2 =0.20N，向き-135°

 15.5 　力ベクトルの重ね合わせより，0 N

 15.6 k｜q1｜｜q2｜
Gm1m2

=2.3#1039倍

 15.7 F=57#10-3 N，qB=1.6#10-6 C

 15.8 　（1） sinT k
a
q
2

02

2

i- =
] g

，T cos i-mg=0

（2）
cos

T
mg
i

= 　（3） tan
aq

k
mg

2
i

=

 15.9 E k
r
q

2= =9.0#109 N/C

 15.10 E= 2#9.0#105=1.3#106 N/C， 向
き 45°

 15.11 　（1）F=k
｜qA｜｜qB｜
r2 =0.10 N

（2）E k
r

q
k
r

q
2

A

2

B
= + =5.0#105 N/C，向き A

から Bへの方向

 15.12 2E
4

5
=4.6#102 N/C，ABに平行で右

向き
 15.13 　原点　E=0

点A .E k
r
q

2
2

0 51 102
5#= =  N/C

y軸方向上向き

 15.14 .E
e

m g
5 6 10 N/C

e 11#= = -

 15.15 E=k
q

r2 =2.0#102 N/C，F=qE=6.0#

10-7 N，電荷Aへの方向
 15.16 　（1）（-6，0）　（2）13 N/C　（3）（0，0）

 15.17 k
r
q

18 10 VA
A

3#z = =-

.k
r
q
k
r
q

k q
3
1

9 0 10 VA B
A B

3#z z- = - = =

 15.18 　点 A：電場 3.1#104 N/C，電位 3.6#

104 V

点 B：電場 1.0#105 N/C，電位 5.1#104 V

原点：電場 0，電位 7.2#104 V

 15.19 　（1）E=
V

d
=2.0#104 N/C

（2）F=qE=3.2#10-15 N

（3）W=qV=9.6#10-16 J

（4）W=qV=
1

2
mv2より 4.0#105 m/s

 15.20 ガウスの法則より，

E=
1

4rf0

q

r2 =1.4#1011 N/C

 15.21 ガウスの法則より，

E=
1

2rf0

m

r
=29 N/C

 15.22 ガウスの法則より，

E=
v

2f0

=9.0#10-9 N/C

 15.23 　（1）r<aのとき
ガウスの法則より，

E
a

r3
1

0

3

2f

t
=

（2）r$aのとき
ガウスの法則より，

E
r

3 0f

t
= ， .E

a
Q

4
1 4 10

0
2

11#
fr

= =  N/C

 15.24 　（1）r$aのとき
ガウスの法則より，

260　　章末問題解答

«　章末問題解答：15章　»

 15.1 F=k
｜q1｜｜q2｜
r2 =2.7#10-2 N

 15.2 q
kq
r F

B
A

2

=- =-4.0#10-7 C

 15.3 F=k
｜q1｜｜q2｜
r2 =0.14 N

 15.4 F= 2k
｜q1｜｜q2｜
r2 =0.20N，向き-135°

 15.5 　力ベクトルの重ね合わせより，0 N

 15.6 k｜q1｜｜q2｜
Gm1m2

=2.3#1039倍

 15.7 F=57#10-3 N，qB=1.6#10-6 C

 15.8 　（1） sinT k
a
q
2

02

2

i- =
] g

，T cos i-mg=0

（2）
cos

T
mg
i

= 　（3） tan
aq

k
mg

2
i

=

 15.9 E k
r
q

2= =9.0#109 N/C

 15.10 E= 2#9.0#105=1.3#106 N/C， 向
き 45°

 15.11 　（1）F=k
｜qA｜｜qB｜
r2 =0.10 N

（2）E k
r

q
k
r

q
2

A

2

B
= + =5.0#105 N/C，向き A

から Bへの方向

 15.12 2E
4

5
=4.6#102 N/C，ABに平行で右

向き
 15.13 　原点　E=0

点A .E k
r
q

2
2

0 51 102
5#= =  N/C

y軸方向上向き

 15.14 .E
e

m g
5 6 10 N/C

e 11#= = -

 15.15 E=k
q

r2 =2.0#102 N/C，F=qE=6.0#

10-7 N，電荷Aへの方向
 15.16 　（1）（-6，0）　（2）13 N/C　（3）（0，0）

 15.17 k
r
q

18 10 VA
A

3#z = =-

.k
r
q
k
r
q

k q
3
1

9 0 10 VA B
A B

3#z z- = - = =

 15.18 　点A：電場 1.8#104 N/C，電位 0 V

点 B：電場 5.1#104 N/C，電位 0 V

原点：電場 1.4#105 N/C，電位 0 V

 15.19 　（1）E=
V

d
=2.0#104 N/C

（2）F=qE=3.2#10-15 N

（3）W=qV=9.6#10-16 J

（4）W=qV=
1

2
mv2より 4.0#105 m/s

 15.20 ガウスの法則より，

E=
1

4rf0

q

r2 =1.4#1011 N/C

 15.21 ガウスの法則より，

E=
1

2rf0

m

r
=29 N/C

 15.22 ガウスの法則より，

E=
v

2f0

=9.0#10-9 N/C

 15.23 　（1）r<aのとき
ガウスの法則より，

E
r

3 0f

t
=

（2）r$aのとき
ガウスの法則より，

E
a

r3
1

0

3

2f

t
= ， .E

a
Q

4
1 4 10

0
2

11#
fr

= =  N/C

 15.24 　（1）r$aのとき
ガウスの法則より，

E
r
Q

4
1

0
2fr

= ，E=1.4#10
11

N/C
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262　　章末問題解答

D D
d d
V

1 2

1

1

2

2

f f

v= = =

+
,P

d d
V

P
d d
V

1 11
1

0

1

1

2

2
2

2

0

1

1

2

2f

f

f f

f

f

f f

= -

+

= -

+

e eo o

«　章末問題解答：17章　»

 17.1 R
Q
V
t 20

2

= = X

 17.2 .v
ne r
I

2 3 10 m/s2
4#

r
= = -

 17.3 R=
V

I
=0.88 X，t=SV

lI
=1.6#10-8 X・m

 17.4 　（1）B　（2）A

 17.5 　（1）
R R

R R
12

1 2

1 2

+
= X

（2）
R R

R R
R 60

1 2

1 2
3+

+ = X

 17.6 
R r r r
1

2
1

2
1 1

= + + より，R r
2
1

=

 17.7 
R r r R
1 1

2
1

= +
+

より，R r3 1= -_ i

 17.8 　電流を Iとすると 2rrlvE(r)=Iである

ので，電圧は V(a)-V(b)=
b

a
# E(r)dr=

I

2rlv

loge

b

a
となる．よって R=

loge (b/a)

2rvl

 17.9 　各抵抗に流れる電流の向きと大きさを
図のように仮定する．キルヒホッフの第 1法則
を点 aに適用すると，I1+I2=I3となる．キルヒ
ホッフの第 2法則を経路 1と経路 2に適用する
と，2.0=1.0#I1+3.0#I3，7.0=2.0#I2+3.0#I3

となる．この 3つの式を連立方程式として解く
と，I1=-1.0 A，I2=2.0 A，I3=1.0 Aとなる．
よって，1.0 Xの抵抗を流れる電流は右向きに
1.0 A

2.0 Ω 7.0 V

3.0 Ω

経路 2

経路 1

1.0 Ω 2.0 V

I2I2I ［A］

I1I1I ［A］

a

I3I3I ［A］

 17.10 　（1）VAB=9.6 V

（2）I=2.0 A

（3）R=8.0 X

（4）上から下へ I=2.4 A

 17.11 　（1） 1

CAB

=
1

C1

+
1

C2+C3
より，

CAB=2 nF

（2）C1VP=CABVBより VP=800 V

（3）C1の電荷 Q1=2.4#10-3 C，C2の電荷 Q2=

1.6#10-3 C，C3の電荷 Q3=0.8#10-3 C

 17.12 　（1）V
C C

C
V V

3
1

2
1 2

1
=

+
=

（2）V
C C C C

C C
V V

15
2

2
1 2 2 3

1 2
=

+ +
=

] ]g g

 17.13 　（1）スイッチ閉じた直後コンデンサー
に電流がすべて流れるため，2.0 Xの抵抗に流
れる電流は 0 A

（2）スイッチ閉じて充分時間がたったあと，充
電されたコンデンサーに電流は流れない．
2.0 Xの抵抗に流れる電流は I=1.0 A

 17.14 　（1）I=1.0#10-3 A

（2）I=5.0#10-4 A

（3）C1は C2の 1.5倍
 17.15 Rs=0.20 X

262　　章末問題解答

D D
d d
V

1 2

1

1

2

2

f f

v= = =

+
,P

d d
V

P
d d
V

1 11
1

0

1

1

2

2
2

2

0

1

1

2

2f

f

f f

f

f

f f

= -

+

= -

+

e eo o

«　章末問題解答：17章　»

 17.1 R
Q
V
t 20

2

= = X

 17.2 .v
ne r
I

2 3 10 m/s2
4#

r
= = -

 17.3 R=
V

I
=0.88 X，t=SV

lI
=1.6#10-8 X・m

 17.4 　（1）B　（2）A

 17.5 　（1）
R R

R R
12

1 2

1 2

+
= X

（2）
R R

R R
R 60

1 2

1 2
3+

+ = X

 17.6 
R r r r
1

2
1

2
1 1

= + + より，R r
2
1

=

 17.7 
R r r R
1 1

2
1

= +
+

より，R r3 1= -_ i

 17.8 　電流を Iとすると 2rrlvE(r)=Iである

ので，電圧は V(a)-V(b)=
b

a
# E(r)dr=

I

2rlv

loge

b

a
となる．よって R=

loge (b/a)

2rvl

 17.9 　各抵抗に流れる電流の向きと大きさを
図のように仮定する．キルヒホッフの第 1法則
を点 aに適用すると，I1+I2=I3となる．キルヒ
ホッフの第 2法則を経路 1と経路 2に適用する
と，2.0=1.0#I1+3.0#I3，7.0=2.0#I2+3.0#I3

となる．この 3つの式を連立方程式として解く
と，I1=-1.0 A，I2=2.0 A，I3=1.0 Aとなる．
よって，1.0 Xの抵抗を流れる電流は右向きに
1.0 A

2.0 Ω 7.0 V

3.0 Ω

経路 2

経路 1

1.0 Ω 2.0 V

I2I2I ［A］

I1I1I ［A］

a

I3I3I ［A］

 17.10 　（1）VAB=9.6 V

（2）I=2.0 A

（3）R=8.0 X

（4）上から下へ I=2.5 A

 17.11 　（1） 1

CAB

=
1

C1

+
1

C2+C3
より，

CAB=2 nF

（2）C1VP=CABVBより VP=800 V

（3）C1の電荷 Q1=2.4#10-3 C，C2の電荷 Q2=

1.6#10-3 C，C3の電荷 Q3=0.8#10-3 C

 17.12 　（1）V
C C

C
V V

3
1

2
1 2

1
=

+
=

（2）V
C C C C

C C
V V

15
2

2
1 2 2 3

1 2
=

+ +
=

] ]g g

 17.13 　（1）スイッチ閉じた直後コンデンサー
に電流がすべて流れるため，2.0 Xの抵抗に流
れる電流は 0 A

（2）スイッチ閉じて充分時間がたったあと，充
電されたコンデンサーに電流は流れない．
2.0 Xの抵抗に流れる電流は I=1.0 A

 17.14 　（1）I=1.0#10-3 A

（2）I=5.0#10-4 A

（3）C1は C2の 1.5倍
 17.15 Rs=0.20 X

17.10（4） （4）上から下へ I=2.4 A （4）上から下へ I=2.5 A

263 18.7
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 17.16 Rm=9.0 kX

«　章末問題解答：18章　»

 18.1 　電子にはローレンツ力 evBが向心力と

してはたらくので，運動方程式は m v
2

r
=evB

となる．これから電子は速さ v= eBr
m
で等速

円運動をする．ここで eV=
1

2
mv2より，比電

荷は e

m
=

2V

r2B2

 18.2 T
qB
m2r

= ， cosx
qB
mv2r

i=

 18.3 ローレンツ力 F=e (E+v#B )=0なら

ばよい．よって，E#B と同じ向きに v=E/B

となる．

 18.4 　（1）領域Ⅰ半径 r=mv
qB
の半円時計回

り，領域Ⅱ半径 r= mv

2qB
の半円反時計回り

2B

B

領域Ⅱ

領域Ⅰ

O

v

（2）t= 3

2

rm

qB

 18.5 　（1）X側が高い　　（2）v= V

bB
　　

（3）n= IB

aeV

 18.6 .B
r

I

2
1 0 10

0 4#
r

n
= = -  Wb/m

2

 18.7 .
l
F

IB 0 23= = N/m

 18.8 .F
r

I I
l N

2
1 0 10

0 1 2 6#
r

n
= = -

 18.9 F
I I
l
a a l2
1 1

y
0 1 2

r

n
=- -

+
d n

logW
I I
l

a a l
a l

2 2
0 1 2

e

2

r

n
=

+
+]
]

g

g

 18.10 .B
a

nI

2
3 1 10 Wb/m

0 5 2#
n

= = -

 18.11 1 mあたり 3000回巻き数なので B=

n0nI=1.9#10-3 Wb/m2

 18.12 ソレノイドの一端から xと x+dsの間
にある部分を円電流と見なす．円電流の中心軸
上 R の距離にある点の磁束密度は B=

n0Ia2

2(a2+R2)3/2 である．いま，そこを流れる電流

は nIdxであるから，これが点 Pにつくる磁束

密度は dB=
n0nIa2dx

2{a2+(x-p)2}3/2 となる．xを 0か

ら l まで積分するために， 変数変換 x-p

=a cot z を 用 い る と，dx=
-a

sin2 z
 dz，

{a2+(x-p)2}-3/2=
1

a3  sin3 zとなり，よって，

B=
n0nI

2
#
a

b

 (-sin z)dz

=
n0nI

2 {- 
p

a2+p2 +
l-p

a2+(l-p)2 }

ここで，cot
a

a
p

=
- ，cot

a
l

b
p

=
- を用いた．
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 17.16 Rm=9.0 kX

«　章末問題解答：18章　»

 18.1 　電子にはローレンツ力 evBが向心力と

してはたらくので，運動方程式は m v
2

r
=evB

となる．これから電子は速さ v= eBr
m
で等速

円運動をする．ここで eV=
1

2
mv2より，比電

荷は e

m
=

2V

r2B2

 18.2 T
qB
m2r

= ， cosx
qB
mv2r

i=

 18.3 ローレンツ力 F=e (E+v#B )=0なら

ばよい．よって，E#B と同じ向きに v=E/B

となる．

 18.4 　（1）領域Ⅰ半径 r=mv
qB
の半円時計回

り，領域Ⅱ半径 r= mv

2qB
の半円反時計回り

2B

B

領域Ⅱ

領域Ⅰ

O

v

（2）t= 3

2

rm

qB

 18.5 　（1）X側が高い　　（2）v= V

bB
　　

（3）n= IB

aeV

 18.6 .B
r

I

2
1 0 10

0 4#
r

n
= = -  Wb/m

2

 18.7 .
l
F

IB 2 3 10 4#= = - N/m

 18.8 .F
r

I I
l N

2
1 0 10

0 1 2 6#
r

n
= = -

 18.9 F
I I
l
a a l2
1 1

y
0 1 2

r

n
=- -

+
d n

logW
I I
l

a a l
a l

2 2
0 1 2

e

2

r

n
=

+
+]
]

g

g

 18.10 .B
a

nI

2
3 1 10 Wb/m

0 5 2#
n

= = -

 18.11 1 mあたり 3000回巻き数なので B=

n0nI=1.9#10-3 Wb/m2

 18.12 ソレノイドの一端から xと x+dsの間
にある部分を円電流と見なす．円電流の中心軸
上 R の距離にある点の磁束密度は B=

n0Ia2

2(a2+R2)3/2 である．いま，そこを流れる電流

は nIdxであるから，これが点 Pにつくる磁束

密度は dB=
n0nIa2dx

2{a2+(x-p)2}3/2 となる．xを 0か

ら l まで積分するために， 変数変換 x-p

=a cot z を 用 い る と，dx=
-a

sin2 z
 dz，

{a2+(x-p)2}-3/2=
1

a3  sin3 zとなり，よって，

B=
n0nI

2
#
a

b

 (-sin z)dz

=
n0nI

2 {- 
p

a2+p2 +
l-p

a2+(l-p)2 }

ここで，cot
a

a
p

=
- ，cot

a
l

b
p

=
- を用いた．

1キロワット（1 kW）
1時間に 1000ワットの仕事をおこなった場合の仕事
率である 1キロワット時（1 kWh）率である 1キロワット時（1 kWh）率である 1キロワット時（1 kWh）

n

( )f ( )x( )
#

a
# #

a
#

，a=4 m/s

7.0 s7 s

 m/s

 N

-1.2#10

r3 0f

3 0f

3 0f

r3 0f

10-8 

.0 2.0 2. 3 .2 3.2 3. 10#
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【第 1刷～第 3刷】
ページ
数 位置 誤 正

89 式（10.7）

10.3　質点の角運動量　　89

10.2 剛体振り子

図 10.2 のように，質量 m，慣性モーメント Iの剛体を質量中心から
距離 lの点 Oを固定軸として振り子運動させる．このような振り子を剛
体振り子もしくは物理振り子という．振り子の運動方向にはたらく力の大
きさは F=-mg sin iであるから，トルクの大きさは x=Fl=-mgl sin i

となり，回転運動の運動方程式は

I
d2i

dt2
=-mgl sin i （10.5）　　

となる．微小振動（iが小さい）時には sin i.iと近似できるから，運動
方程式は

d2i

dt2
=-

mgl

I
i （10.6）　　

となる．したがって，微小振動している剛体振り子の運動は単振動であ
り，角振動数 ~および周期 Tは

~=
g

L
, T=

2r

~
=2r

L

g
（10.7）　　

と表される．

10.3 質点の角運動量

　回転運動を考えるうえで重要な物理量に角運動量がある．質量 mの質
点が位置 rを速度 vで運動しているとき，原点 Oに対する質点の角運動
量は，運動量 p=mvを用いて

L=r#p （10.8）　　

で定義される．角運動量の単位は kg・m2/sである．
ベクトル積の定義からわかるように，角運動量の向きは，位置ベクトル

rおよび運動量ベクトル pに垂直な方向である． 図 10.3 のように xy平
面内を運動している場合，角運動量の向きは z軸の正の向きとなり，その
大きさは

L=｜L｜=pr sin z=mvr sin z （10.9）　　

となる．これから，位置ベクトルが運動量ベクトルと平行な場合（z=0°
もしくは 180°）には，角運動量は 0になる．このときには，質点は原点
を中心とした回転運動をしていない．これに対して，位置ベクトルが運動
量ベクトルと垂直な場合（z=90°）には，角運動量の大きさは最大値

図 10.2　剛体振り子図 10.2　剛体振り子
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となり，回転運動の運動方程式は

I
d2i

dt2
=-mgl sin i （10.5）　　

となる．微小振動（iが小さい）時には sin i.iと近似できるから，運動
方程式は

d2i

dt2
=-

mgl

I
i （10.6）　　

となる．したがって，微小振動している剛体振り子の運動は単振動であ
り，角振動数 ~および周期 Tは

~=
mgl

I
, T=

2r

~
=2r

I

mgl
（10.7）　　
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10.3 質点の角運動量

　回転運動を考えるうえで重要な物理量に角運動量がある．質量 mの質
点が位置 rを速度 vで運動しているとき，原点 Oに対する質点の角運動
量は，運動量 p=mvを用いて

L=r#p （10.8）　　

で定義される．角運動量の単位は kg・m2/sである．
ベクトル積の定義からわかるように，角運動量の向きは，位置ベクトル
rおよび運動量ベクトル pに垂直な方向である． 図 10.3 のように xy平
面内を運動している場合，角運動量の向きは z軸の正の向きとなり，その
大きさは

L=｜L｜=pr sin z=mvr sin z （10.9）　　

となる．これから，位置ベクトルが運動量ベクトルと平行な場合（z=0°
もしくは 180°）には，角運動量は 0になる．このときには，質点は原点
を中心とした回転運動をしていない．これに対して，位置ベクトルが運動
量ベクトルと垂直な場合（z=90°）には，角運動量の大きさは最大値
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148 14.12 dH=Vdp+dlQ， dH=Vdp+dQ，
259 右段

下から 7行目
dh=dqが成り立つので cp= dh=dqが成り立つので Cp=

260 15.18 点A：電場 3.1#104 N/C，電位 3.6#104 V

点 B：電場 1.0#105 N/C，電位 5.1#104 V

原点：電場 0，電位 7.2#104 V

点A：電場 1.8#104 N/C，電位 0 V

点 B：電場 5.1#104 N/C，電位 0 V

原点：電場 1.4#105 N/C，電位 0 V

【第 1刷～第 4刷】
ページ
数 位置 誤 正

8 右段
10～12行目

その後，アクセルをさらに踏み込み，一定の加速度
で加速したところ，アクセルを踏み込んだ地点から

その直後，アクセルをさらに踏み込み，一定の加速
度で加速したところ，運転を開始した地点から

【第 1刷～第 5刷】
ページ
数 位置 誤 正

70 右段
13行目 この人工衛星が円軌道を描くのに必要な速さを この人工衛星が地表すれすれで円軌道を描くのに必

要な速さを
左段
図 8.4 キャプ
ション

第 1宇宙速度 人工衛星

【第 1刷～第 7刷】
ページ
数 位置 誤 正

2 表 1.1
表 1.1　 SI接頭語

大きさ 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101

読み ヨタ ゼタ エクサ ペタ テラ ギガ メガ キロ ヘクト デカ

記号 Y Z E P T G M k h da

大きさ 10-24 10-21 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1

読み ヨクト ゼプト アト フェムト ピコ ナノ マイクロ ミリ センチ デシ

記号 y z a f p n n m c d

表 1.1 SI接頭語 表 1.1 SI接頭語
大きさ 1030 1027 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101

読み クエタ ロナ ヨタ ゼタ エクサ ペタ テラ ギガ メガ キロ ヘクト デカ

記号 Q R Y Z E P T G M k h da

大きさ 10-30 10-27 10-24 10-21 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1

読み クエクト ロント ヨクト ゼプト アト フェムト ピコ ナノ マイクロ ミリ センチ デシ

記号 q r y z a f p n n m c d

表 1.1 SI接頭語

121 左段
下から 6行目、
8行目

仕事 dWをおこなう．気体がピストンをゆっくり
（準静的＊に）押して微小距離 dhだけ動かして状態
を変化させたとき，気体のおこなう仕事 dWは気体
がピストンにおよぼす力を Fとして，dW=Fdhで
ある．

仕事 dW′をおこなう．気体がピストンをゆっくり
（準静的＊に）押して微小距離 dhだけ動かして状態
を変化させたとき，気体のおこなう仕事 dW′は気体
がピストンにおよぼす力を Fとして，dW′=Fdhで
ある．

式（13.2） dW=Fdh=pSdh=pdV dW′=Fdh=pSdh=pdV

122 図 13.2 圧力 p

p1

p2

W

V1
V2 体積 VO

圧力 p

p1

p2
W′

V1
V2 体積 VO

L g I mgl

3.6#10  V

 N/C，電位 5.1#10  V

7.2#10  V 1.4#10  N/C，電位

み クエタ ロナ ヨタ ゼタ エクサ ペタ テラ ギガ メガ キロ ヘクト デカみ クエタ ロナ ヨタ ゼタ エクサ ペタ テラ ギガ メガ キロ ヘクト デカみ クエタ ロナ ヨタ ゼタ エクサ ペタ テラ ギガ メガ キロ ヘクト デカ

Q R Y Z E P T G M k h daQ R Y Z E P T G M k h da

み クエクト ロント ヨクト ゼプト アト フェムト ピコ ナノ マイクロ ミリ センチ デシみ クエクト ロント ヨクト ゼプト アト フェムト ピコ ナノ マイクロ ミリ センチ デシみ クエクト ロント ヨクト ゼプト アト フェムト ピコ ナノ マイクロ ミリ センチ デシ

q r y z a f p nq r y z a f p n
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図 13.3 圧力 p

W

体積 VO
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b
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W′

体積 VO

P

Q
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b

p1

p2

V1
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式（13.3）
W p Vd

V

V

1

2

= #

気体がする仕事

W′= #
V1

V2

pdV

気体がする仕事

式（13.6） dW=pedS=pdV+Fdl dW=peSdl=pdV+Fdl

左段
下から 7行目

dU=UB-UA=pdV+dQ（膨張） dU=UB-UA=-pdV+dQ（膨張）

右段
下から4～5行
目

摩擦がない場合とは異なり，いまの場合は dQ（膨張）
+dQ（圧縮）=0とはならない．

摩擦がない場合は dQ（膨張）+dQ（圧縮）=0であるが，摩
擦がある場合は右辺が 0とはならない．

123 左段
上から16行目 単純な足し算ができない変数である． 単純な足し算ができない変数である＊．

右段 ＊　例えば，まったく同じ 2つの理想気体を足した
とき，体積は 2倍に変わるが，圧力は変わらない．

124 式（13.10）
( )W p V p V p V Vd d

V

V

V

V

2 1
1

2

1

2

= = = -# #

定圧変化

W′= #
V1

V2

pdV=p #
V1

V2

dV=p(V2-V1)

定圧変化

上から15行目 dW=-pdVである． dW=-dW′=-pdVである．
図 13.5

圧力 p

p1

V1 V2 体積 VO

（p1 ,V1 ,T1） （p1 ,V2 ,T2）

T2 ＞ T1熱
量
dQ

仕事 dWW

圧力 p

p1

V1 V2 体積 VO

（p1 ,V1 ,T1） （p1 ,V2 ,T2）

T2 ＞ T1熱
量
dQ

仕事dW′W

125 式（13.16）
dU+W=

5

2
p(V2-V1) 

等温変化（等温膨張）

dU+W′= 5

2
p(V2-V1) 

等温変化（等温膨張）

式（13.18）
logW

V
RT

V RT
V
V

RT
V

V
d

d

V

V

V

V

e
1

2

1

2

1

2

= = = e o# # （13.18）　　

等温変化（等温膨張）

W′= #
V1

V2 RT

V
dV=RT #

V1

V2 dV

V
=RT loge e

V2
V1
o （13.18）

等温変化（等温膨張）

図 13.6 圧力 p
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【第 1刷～第 8刷】
ページ
数 位置 誤 正

81 図 9.2 キャプ
ション

剛体の慢性モーメント 剛体の慣性モーメント

104 右段
下から7行目

これらの粒子は完全に静止しているのではなく，つ
り合いの位置を中心に

これらの粒子は完全に静止しているのではなく，力
のつり合いの位置を中心に

105 左段
下から17行目

凝縮熱は気化熱と同じであり，凝固熱は融解熱と同
じで

凝縮熱は気化熱と同じ大きさの熱量であり，凝固熱
は融解熱と同じ大きさの熱量で

116 右段
下から 9～10

行目

内部エネルギーは熱運動による並進の運動エネル
ギー

内部エネルギーはそれぞれの分子の熱運動に対応す
る並進の運動エネルギー

W p W

Sdl

W p W

W

W W

W W


