
ハイポマジック レシピ
実験のしかた
じ っ け ん

1. 手の汚れ発見剤
よ ご れ はっけんざい

① 乾いたきれいな試験管にハイポ結晶を３～５粒入れます。
かわ し け ん か ん けっしょう つぶ

② 試験管ごと約80℃の熱湯に入れ、暖めてとかします。
や く ね っ と う あ た た め て

慣れれば直接火で暖めても構いませんが、沸騰して
な れ ちょくせつ か ま い ふ っ と う

出来た水滴が白くなるようでは失敗です。
で き た す い て き し ろ く し っ ぱ い

③ 流水や氷水に試験管を浸し、１０～３０℃の過冷却液
りゅうすい こおりみず し け ん か ん ひ た し か れ い き ゃ く え き

にします。この時、水やホコリが試験管に入らないように注

意して下さい。試験管の外側の水を布巾で拭いた後、手
そとがわ ふ き ん ふ い た

の甲やほっぺたに当ててみて、冷たければ準備完了です。
こ う あ て つめ じゅんびかんりょう

④ 乾いた手のひらに、過冷却液を１滴落とします。その手
か わ い た か れ い き ゃ く え き

を合わせて，ナムナムしながら，「神さま！私の手はきれいで

す！」と，言いましょう。もし，手のひらが汚れていて，砂粒な
すなつぶ

どがあれば、過冷却液はたちまち固まり、手は熱くなります。
か れ い き ゃ く え き か た ま り あ つ く

⑤ もし熱くならなかったら手は綺麗だったのです。でも、これ
き れ い

ではおもしろくないので、指にハイポの微粉を付け、
ゆび び ふ ん

過冷却液を手のひら上で摺り伸ばします。過冷却液は
か れ い き ゃ く え き す り の ば し

凝固し、一気に凝固熱が放出され、手のひらが熱くなり、
ぎ ょ う こ い っ き ぎ ょ う こ ね つ ほうしゅつ あ つ く

汚れていた時の反応が起こるでしょう。
よ ご れ と き は ん の う が お こ る

⑥ おとなりの人でも試して下さい。
た め し て く だ さ い

2. 結晶成長観察
けっしょうせいちょうかんさつ

⑦ スライドグラス、シャーレ、試験管内壁等にハイポの過冷却液を薄く伸ばし、種結晶を
し け ん か ん な い へ き など か れ い き ゃ く え き う す く の ば し たねけっしょう

落とします。短時間で大きな結晶の成長を観察できます。
お と し た ん じ か ん せいちょう かん さつ

⑧ もし偏光フィルムがあれば、黒く見える様にした偏光フィルムの間に過冷却液を入れ、
へん こ う く ろ く よ う へ ん こ う あいだ

強く挟んで下さい。七色に変化しながら結晶が成長します。
つ よ く は さ ん で な な い ろ へ ん か けっしょうがせいちょう

3. 夕焼けが赤く、空が青いわけ （レーリー散乱）
ゆ う や け あ か く か ら あ お い さ ん ら ん

⑨ 水槽に0.5 ％水溶液を作ります。３㍑のプラ水槽ならハイポを１５ｇ溶かして作ります。
すいそ う パーセントす い よ う え き つ く り す いそ う と か し つ く り

⑩ これにトイレ用の塩酸を一押し加えます。
よ う え ん さ ん ひ と お し く わ え

⑪ 明るいところで５分ほど待つと、水槽がちょっと青く光る様に見えます。もう少し待つと
あ か る い ふん ま つ すいそ う あ お く ひ か る ま つ

白くなってきます。白くなったところで、この水槽を通してランプや，太陽を覗いて下さい。ラ
と お た い よ う を の ぞ い て

ンプや太陽が黄色からオレンジ・橙・そして真っ赤にだんだん色が変わって見えます。
き い ろ だいだい ま っ か

⑫ そして、その水槽を横から見ると水色に見えるでしょう。
すいそ う よ こ みずいろ

⑬ でも、普通に上から見ると、ただの白い液の入った水槽です。
ふ つ う し ろ い え き すいそ う

⑭ これが「レーリー散乱」といって、空が青く見えたり夕焼けが赤く見えたりする原因で
さ ん ら ん げんいん

す。濃度を変えると，遠いどこかの星の緑の空が見られるでしょう。
の う ど か え る と お い ほ し みどりのから
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る
！



なぜこんなことが起こるのでしょう
お こ る

ハイポは正しい名前をチオ硫酸ナトリウムといって、金魚の水替えに水道水を使う場合の
た だ し い な ま え りゅうさん き ん ぎ ょ み ず か え すいど うみず つ か う ば あ い

塩素抜きや、写真現像に使われる薬です。結晶の中に「結晶水」というお水が入っていて、
え ん そ ぬ き し ゃ し ん げ ん ぞ う くすり けっしょう けっしょうすい

試験管の中で５０℃以上にあたためるとその水の中に溶けてしまいます。この現象を「融解」
し け ん か ん い じ ょ う と け て げんしょう ゆ う か い

といいます。これをさらに熱すると、今度は結晶水が蒸発して、白い結晶が残ります。これを
ね っ す る こ ん ど けっしょうすい じょうはつ

無水チオ硫酸ナトリウムといいます。この時、試験管の口元を見ると蒸発した水が水滴になっ
む す い りゅうさん じょうはつ す い て き

ているのを観察できます。
かん さつ

さて、今回の実験はここまで暖めれば失 敗です。白い結晶が沢山出来たらオシマイですの
こ ん かい じ っ け ん だ ん め だいしっぱい た く さ ん で き

で、特に火で直接暖める場合は注意しましょう。
と く ち ょ くせつあたためる ば あ い ち ゅ う い

ところで、先ほどの融解したチオ硫酸ナトリウムをゆっくり冷やすと、５０℃以下になっても固
さ き ほ ど ゆ う か い りゅうさん ひ や す

まりません。不思議ですね。氷を暖めると０℃で溶け始め、溶けた水を冷やすと同じ０℃で
ふ し ぎ こおり と け は じ め お な じ

凍り始めます。ところが、チオ硫酸ナトリウムや酢酸ナトリウムでは溶けはじめと固まりはじめの
こ お り は じ め さ く さ ん と け か た ま り

温度が違うことが観察されます。この固まりはじめの温度「凝固点」より温度が下がっても固ま
お ん ど ち が う お ん ど ぎ ょ う こ て ん

りはじめない現象を「過冷却」といいます。
か れ い き ゃ く

過冷却の状態は、結晶を作っていた小さな粒が、並び方を忘れてしまった状態で、元々の
か れ い き ゃ く じょうたい けっしょう つぶ な ら び か た わ す れ じょうたい も と も と

結晶のかけらや、それに似た結晶があると、それをお手本に結晶し始め、急速に結晶が伸び
けっしょう に た て ほ ん きゅうそく

出します。

そして…、その時結晶になるには余分な運動エネルギーをまわりに押しつけます。水が凍る
よ ぶ ん う ん ど う お し こ お る

場合は、冷蔵庫に押しつけます。そして、この実験では君たちの手に押しつけ、君たちの手を
れ い ぞ う こ じ っ け ん き み

熱くします。けれど安心して下さい。氷が溶けるとき、０度以上にならない様に、この実験では
あ つ く あ ん し ん

４８℃以上には決してなりません。ただ、急に熱くなるので、大変熱く感じてしますのです。
け っ し て き ゅ う に たいへん か ん じ

実は、水でも綺麗で純粋ならばこの過冷却が起こります。山形には蔵王という山があって、
じ つ き れ い じゅんすい か れ い き ゃ く お こ り やまがた ざ お う

そこの５合から７合目あたりでこれが起こります。綺麗な霧状の雨粒が木にぶつかって、一瞬
ご う ご う め き れ い き り じ ょ う あ まつぶ いっしゅん

に凍り付き、氷の花が咲き、とても綺麗です。これを「霧氷」といいます。そして、７合目から上
こ お り つ き こおり さ き む ひ ょ う ご う め

では、水蒸気が木にぶつかって、さらに大きな花を咲かせます。これを「樹氷」といいます。樹氷
す い じ ょ う き ざ き か じゅひょう

はとても大きく育ち、いろいろな形になります。時々怪獣やお化けそっくりになるので、「モンスタ
かいじゅう お ば け

ー」と呼ばれます。このあたりはとても雪質が良く、雪けむりを上げて軽快にすぃすい滑れますの
ゆ き し つ よ く けいかい す べ れ

で、スキーが好きな人にはオススメです。
す き

ハイポにはまだまだちがった性質もあります。酸性にすると、とても小さな硫黄の粒を生じま
せい しつ さ ん せ い い お う つぶ し ょ う じ

す。だいぶ白くなったところで、この水槽を通して太陽を覗いて下さい。太陽が黄色からオレンジ
すいそ う た い よ う の ぞ い て き い ろ

・ 橙 ・そして真っ赤に見えると思います。そして、その水槽を横から見ると水色に見えるでしょ
だいだい ま っ か よ こ みずいろ

う。でも、普通に見ると、ただの白い液の入った水槽です。これを「レーリー散乱」といって、空
さ ん ら ん

が青く見えたり夕焼けが赤く見える原因です。宇宙空間から君たちのいる地上までのゴミとほぼ
ゆ う や け げんいん う ち ゅ う く う か ん ち じ ょ う

同じくらいのゴミが水槽に出来たときに起こります。もし、釣り竿についてくる透明なパイプ状のケ
つ り ざ お と う め い

ースがあったら、両はじを水が漏れない様に透明な板でふさぎ、中には薄めた「フロアワック
も れ と う め い いた う す

ス」を入れて覗いて下さい。ちょうど良い濃さだと、走り出したくなるくらい綺麗な夕日が見られま
のぞ よ い こ さ は し り き れ い



す。

このハイポは高校生くらいになると、また別の使い方もできます。「酸化剤」としても、
こ う こ う せ い べつ つ か い か た さ ん か ざ い

「還元剤」としても使えます。過酸化水素水による火傷には特効薬だったり、まだまだヒミツが
かんげんざい か さ ん か す い そ す い や け ど と っ こ う や く

ありますので、またいつか思い出して楽しんでみて下さい。

実験で気を付けること

ο 火を使う実験ですので、必ずおとなの人と実験して下さい。

ο 試験管は割れやすいので、注意して下さい。割れたら、大人の人に言って、お話をき
わ れ はなし

ちんと聞いてから片づけて下さい。
き い て

ο 必ず綺麗な乾いた試験官を使って下さい。特に白い粉は失敗の原因です。
し ろ い こ な し っ ぱ い

ο ハイポは毒性はありませんが、目に入らない様に、ていねいに扱って下さい。
ど く せ い あ つかって

ο 使い終わった液は、水道に流して構いません。
か ま い

もっと知るには

この実験は私が小学校の頃偶然見つけた実験で、あまり本には載っていません。
こ ろ ぐ う ぜ ん の

でも、明治・大正の頃、化学と農業と鉱山の先生で詩人の「宮沢賢治」という人が酢酸
め い じ たいしょう か が く のうぎょう こ う ざ ん し じ ん み や ざ わ け ん じ さ く さ ん

ﾅﾄﾘｳﾑや硫酸ナトリウムを使って、ビーカーの中で結晶が大きくなりながら雪の様に降って
りゅうさん よ う ふ

いくのを何度も何度も眺めて楽しんでいました。「阿耨達池幻想」や、「インドラの火」という
な が め たの あ の く た っ ち げ ん そ う

詩集にもこれが載っています。ただ、この薬では温度が高くなって火傷をしたり、正確に濃度を
し し ゅ う の お ん ど や け ど せ い か く の う ど

合わせないと成功しないので、みなさんはもっと実験が上手になったら挑戦してみて下さい。ハ

イポは金魚屋さんで１㎏700円くらいで手に入ります。約束を守って、どんどん楽しんで下さい。
や く そ く ま も

実験道具作りも楽しいですよ。


