
Bussei Kenkyu

NII-Electronic Library Service

Bussel 　 Kenkyu

本 多 の 磁 気理 論 と ， わ が 国 に お け る

Weiss理 論 の 受容の 過程　　L

聞書 きに もとつ く物性物理 学則 3）一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信州大 ・理 勝 木 渥

　1960年 に宮原 将平は 「磁性体研究 の 歴 史」 と題 す る小論
1）

の 中で次の よ うに書い た 。

「…… こ こ で 少 し本多理論 に つ い て 考 えて み た い と思 う。……筆者 もじ っ は本多先生 の

孫弟子 の
一

人 で あ る と と もに 末席 の 直弟子で もあ る 。 しか し本多理論 とは何 か とい う点

に なる とど うもは っ き りしない
。

し か し，当時金 研で 行われた ど の 実験 の 報告 の 末尾 に

も，
“

こ の 実験は 本多
・大久保理 論に合 う

”

と書か れ て ある響／当時 （1930 年代 ）金 研 の

多 くの 研究者 に 聞い た と こ ろ か ら判断す る と 沐 多理 論
”

で は 自発磁 化 を認 めず
…… し

た が っ て 分子磁 場 を全 く否定 し た
……

」 ま た 1972 年 に は 「……
こ の 時代 に は

……
強磁

性体 を試料 と して い ろ い ろ な量 が∬ に対 し て 測 られ，多 くの デー
タ が蓄積 され て い たが ・

強磁性そ の もの の 物質的理 解に は達 し て い な か っ た と見られ る 。 しか し ， 本多先生 の 努

力は ， 物質 の 本性 と し て の 磁性の 理解 をそ の 目標 に お い た こ とは た しか で あ っ て ， 不 朽

の 著書
“ Magnetic　properties　of 　matters

”
はそ の 方向へ の努力の 結晶 とみ る こ とがで きる 。 ／

しか し ， 本多先生 の 重大な あや まち は W 。i、s の 蝋 を軽視 し た こ と で あ っ た」
3
？　r・一 ・

本

多も Ewing模型 に もとつ く
一

種 の オ
ーダーを考 え た が ， 相互 作用 を磁気双極子 的相互 作

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4）

用 と し か 考 えず， し た が っ て Weissの 自発磁化や 分子場 を否 定す る立 場に あ っ た
・…・・

」

と書 い て い る 。 宮原 の こ の 見方が ， 現 在 の わ が国 の 磁 性研究者 の 本多理論 に 対 する 見方

をほ ぼ代表 し て い る と思 っ て よ い で あろ う。 とい うよ り， 日本 の 磁性研究者の 多くは ，

直接に は本多理論 を知 らず ， こ の よ うな宮原の 目を通 して 本多理論 を見 宮原 の 本多理

論観に依拠 して 自らの 本多理論観 を仮構築 し て い る の で ある 響そ し て ， 実は宮原 も直接

に は本多理論 を知 らず ， た だ伝聞 に も とつ い て宮原 の 本多理論 をイ メ ージ して い る だ け

な の で ある。

　 さて ，宮原の これ ら の 文 章か らは ， 強磁性 に関す る 本多
一大久保理論 として 文献的に

は っ き り書 か れ た もの では な く， た だ金研の 研究者間 の 言 い 伝 え と し て の み 本多理論 な
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い し本多
一
大久保理論 が あ っ た の だ と い う印象 を うける 。河宮信郎の 「本多光太郎 の 磁

気理論」
’2’

をみ ・ ま で・私は 長墹 そ う思 ・ て い た ． ・か し渓 際 は本多。 蹠 理論あ

る い は本多 ・大久 保共著の 磁気理論 は，論文 と して r東北帝大理 科報告』そ の 他に 発表

されて い る だ けで な く， 本多の 書 い た磁 気の 教科書
13）

で も磁 気理 論 の 章 にか な りの ス ペ

ー
ス をさ き ， そ こ で は Weiss理 論 を批判 し っ っ ，本 多な らび に 本 多

一大久保 の 磁 気理論

が カ をこ め て 説 か れ て い る の で あ る 14）

　本多の磁 気理 論が ど の よ うな もの で ある か を見 る前 に ， 本多の 研 究者 と し て の 経歴 ，

本多の 研究面 の ひ ろが りをざっ と眺め て お くこ とが ， その 磁 気理論 の 理解の 上 に役立 っ

で あ ろ う筈
）

　　1870 （明治 3 ）年 2 月 に 生 まれ た本多が ， 東京帝大理科 大学物理 学科を卒業 したの は，

1897 （明治 30 ）年 で あ っ た 。以後 1907 （明治 40 ）年 ドイ ツ 留学 に 旅 立 っ ま で の 9 年

余 を大学院学生 と し て ，また講師と し て （1901 （明治 34 ）年 8 月，東京帝大 理科大学

講師を嘱託 さる ）， 主 と して 磁歪 の 研究お よび 強磁性 に 関連 した問題 の研 究に たず さわ

っ た。そ し て 1902 （明治 35 ）年
so）

に磁 歪 の 研究 で 理 学博士 の 学位 を え て い る 。 本多の

研究者 として の 歩み は ，磁 歪 の 研究 と と もに は じま っ た の で あ る21）こ の こ と をま ず 強調

して お きた い 。 こ の 研究 と並行 し て 地球物 理学的な研究もお こ なわ れ て い る が ， こ の 事

に つ い て 本多自身
23）

は 「以上 の 他 ， 私 は 中鱒 士 及び 二 ・三 の 同僚 と共 嗄 休 を利用 し

エ （下線 は 勝 木 に よ る ）， 本邦各地 の湖水，港湾内に於 け る 静振 の 研究 」 をお こ な っ た

と述 べ て い る 。　「観測 の 結果は 大部 の 報告書 と し て ， 震災予 防調査会 よ り出版 されて 居

る 。 」 と書 い て ある か ら震災予防調 査 会 の 活動 の
一

環 と し て お こ な わ れ た の か も知れ な

い 。 また ， 著名な 間歇泉 で あ る熱海 の 大湯 が 「明治 35 年頃 よ り休止 し た の で，町民大 い

に驚きそ の 復 旧対策を私 に 依頼 し て 来た 。私は そ の 当時 寺田寅彦博士 と共に 大湯 を研究

し て 居 り， 間 歇泉 の 機構 も大体明 らか に な っ て 居 た の で 自信 を以 て 復 旧工 事 を引受け予

定通 り 2 ・3 日に し て 大湯 の 復 旧を見 る こ とが出来」 た と述 べ て い る 。 こ れ らに加 え て潮

汐 の 波動 の 研究 が本多の 東大時代 の 地 球物理 学的な仕事 で あ る。 こ の 時期 の 磁歪 な ら び

噂 灘 関係 の 仕事は ・瀰 の 論文
33）

と して r献 理 科大学reee』 ， Ph且．M 。、．，　Ann ．　der

Phys．等に 発表 され て お り， 地球物 理学的 な仕事 と し て は 3編の 論文 が 『帝 大理 科大学

紀要』 ， 『数物記事』 ， Phi1．　Mag ．，　Phys．　Rev．等 に 発表 され て い る 14）発表 され た論文 の

数か らみ て も， 静振 の 研究は 「夏休 を利用 し て 」 や っ た と本多 自身 が書 い て い る
23）

こ と
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か らみ て も， 研究の 重点は 強磁性金 属 の 磁気的諸現象 の 研究 に お かれ て い た と い うこ と

が で きる 耄
5）
本多 の 主要な研究対象 が強磁性 金属 で あ っ た こ と ， お よび こ の 時期 に既に本

多がか な りの 量 の 実験デ
ー

タ を蓄積 し た こ と を ， こ こ で 強調 して お きた い 。

　こ の よ うな仕事 を し て き た本多は ， 「欧米に 留学 を命ぜ られ 明治40年 （1907 ）5月渡

欧」 す る 。 それ は 「明治 43 年 （1910 ）に仙台に 東北大学が開設せ られ る 予定に な っ た

為め，新設理 科大学物理学科 の 教授候補者 の 1 人 と し て 」 で あ っ た 。 本多は 「初め の 半

ケ年 を伯林に て語 学 の 学習に 費 し， 次の 1 ケ年半 を月沈原大 学に て 研究に 過 し ， 残 りの

1 ケ年 を再び伯林に 費し18）…… 44 年 （1911 ）2 月 」に帰国 した 。
ヨ
ー

ロ ッ パ で の 本多 の

研究 は次 の よ うな もの で あ っ た 。 「月沈 原 で は タ ン マ ン （Tammann ）先生 の 許 に種 々 の

成分の 試料 を造 り成分対磁 気の 強 さ の 関係 を明 らか に したZ9）こ れ と同時 に
一

般合金製造

法 を習得す る よ う努力 し て 帰朝後 の 研究準備に そな へ た 。 合金 の 状態図 を定 め る に ， 合

金 の 磁 気 の 強 さを利用す る こ と は 最も有効 なる 方法の
一

つ で金研 で は r磁気分析法』 と

呼び盛 に 之 を利用 し て ゐ る。又 月沈原 の 物理 教室 に於 て は ， フ オグ ト （V 。igtか ？）先生

の 指導 の 許に 強磁場に 於 ける水 晶板 の 偏光面 の 廻 転 を測定 し た響
）
本 多 の 留学期間は 3年

の 予定だ っ た が 「大学の 開設 が 1 ケ年延期 され た た め滞欧期間 も 1 ケ年 延長 され 」本多

は 「再 び伯林に 戻 り， 長 岡先生 の 御紹介に よ りヂ ュ ボ ア （Du 　Bois）先生 の 個 人研 究室 に

於 て各 種元素 の 磁気係数 と原子量 と の 関係 を明 らか に し た 。 ／こ の 研究 は純粋 なる 数 多

の 元素 を入 手す る こ と の 必要 が あ る か ら， 之 を実施す る こ と は極 め て 困難で あ る 。 幸い ，

ヂ ュ ボ ァ先生 の 顔 と熱意 とに よ りこ の 困難 を克服 して 各種元素 に 就 て測 定 を行ふ こ とが

出来た 。此 研究の 結果は非常に 重 要 で 磁 気係数 と原子量 と の 間に 週期的関係あ る を示 し

て い る．」
41）

こ の 研 究を最後 とし て本多 は英仏伊米の 諸 国 を視察 し て ，帰国の 途に つ い た 。

　「洋行前 の 」本多 の 「研究は主 と し て 強磁性体 な る単体 に 関す る も の で あ る が ， 帰朝 後

の 研究は 之を基礎 と して発展 せ る 学 問 の
一
派 で あ る物理 冶金 学 に 属す る 研究で ある 。前

者は鉄 ，
ニ ッ ケ ル ，

コ バ ル ト， 及びそ の 他特 殊合金 の 物理的性質 を研究 し ， 後 者は 主 と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 43 ）

し て成 分 の 相異に よ る 相 の 変化 ， 即 ち状態図 を決定す る の で ある。」

　 こ の よ うに し て ， ドイ ッ留学か ら帰国 し た とき本多は，
“

純粋な
”

， 伝統的な物理 学者

と し て よ りは ， む しろ新 し い 型 の ， 物理 学的金属学者 と し て た ち あ らわ れ た の で あ る 。

帰国後の 本多 が手 がけた分野は ， まさに物理学 と金属学と の 境界領域 と い うべ き分野 で

あ り， それ は漸 く列強 に伍 し て 植民地獲得に の り出す に い た っ た 大 日本帝国の ， そ の 国
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家的要請に こ た え る こ とが可能 で あ る よ うな分野 で あ っ た 。 本多が金属学 と物理学 と の

境界 の 地 に ど っ か り と腰 を据え ， や がて こ の 地 に巨 大な版図 をもっ
一

大強 国 を築 きあげ

　る指導者 となる 人 間 だ っ た， と い うこ と をこ こ で強調 して お きた い 。

　 以上 ， 私 は本 多の 磁気理論 に 立 ち入 る前 に ， 3 っ の こ と に 注意 を喚起 し て お い た。す

なわ ち本多が磁歪 の 研究者 と して 出発 した こ と ， す で に欧州留学以 前に 強磁性金属に関

す る大量の 実験 デ ー
タ を蓄積 し， ゲ ッ チ ン ゲン ，

ベ ル リ ン に おい て，特 に
“
磁性 の 周期

律
”

の 研究 に よ っ て ， さら に それ を豊か に した こ と ， お よび帰国後の 本多が物理 学的金

属学者 と して た ち あ らわ れ ，物理 学 と金 属学 との 境 界 の地 にお い て そ の 精力的な仕事 を

展開 する こ と， こ の 3点で あ る 。本多の 磁 気理論は， それ を
“

純粋 の
”

磁気理論 と し て

眺め る よ りは ， こ の よ うな 経歴 と研 究の ひ ろが りをもっ 本多の ，そ の よ うな
“

本 多の
”

磁気理論 と し て 眺 め る こ と に よ っ て ， よ り深 く理解 す る こ とが で きる で あろ う望

　本多の 磁気理 論 は ， こ れ を大き く強磁性 の本性 に 関する もの と磁化過 程 に 関す る もの

に わ け ， さ らに前者 を初期 の もの と 後期 （1928 年以 降 ）の もの にわ ける の が 適当で あろ

う。 本多一大久 保理 論 と い わ れ る も の は磁 化過程 に 関す る理 論で ある 。

　強磁性 の 本性 に 関 す る本多の 初期 の 理論 は次 の よ うな もの で あ っ た望本 多は Langevin

の 理論
48’

か ら醗 し て 自分の 蹠 理論輾 開す る ． ・・。、，vi。 は，分子 内部 で 閉 じた軌道

上 を運動す る電子 を考 えて こ れ を Ampere の 分子 電流 に 対応 させ ， こ れ へ の 外部磁場の

作用を考察 して ， 磁 場∬ の もと で の 1 っ の 分子 電流 の 磁 気 モ ー
メ ン トが 平 均 に お い て

一髴 P ・与 ・ ・れ （・ ，・m … 電 子 ・ 瀦 お ・び鼈 戸。
・

分子 。 重心 を通粥 。関

す る 分子 の 物 の 形状 で の 電子 嚥 合 の 臨 半径 ・ ・乗
〃

版 磁 臟 化率 が一纂戸

で 与 え られ る こ と を示 した （n は単位体積あた りの 電子 数 ）。 さ らに ， 分子 が磁気 モ ー

メ ン トをもっ 場合に っ い て ，まず熱力学的考察に よ っ て ，系 の 磁 化 M が
一

般 に 躍 ア の 関

数と し て 与え られ る こ と を示 し （T は絶対温度 ）， あ る温 度 で 磁 化 率 が一
定 と み な せ る

場合に は， それ が絶対温度 に 反比例 しな けれ ばな らな い こ と を示 して ，Curieの 法則 を導

い た 。 熱力学的考 察の み か らは fflTの 関数 と し て の M の 具体的 な形 を得 る こ とは 出来ず，

そ こ で統計 力学的考察に よ っ て ，われ わ れ にお な じみ の Langevin関数 を導 い た の で あ っ

た。い わ ば Langevinは Curie則 を 2 度導 い て い る の で あ る 。 1 度 目は熱 力学的に ， 2 度 目

は統計力学 的 に
。 本多は LangeVin の 理 論 の 立 て 方に基本的 に は 同意 し っ っ ，　 Langevinの

常磁性理 論か ら導か れ るCurie則が広 い 温度 範囲に わ た っ て実験的に満足 され る こ と は む
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しろ稀で ある こ と，ま た反磁性理論か ら導か れ る 結論す なわ ち反磁性磁化率 が当該物質

の 温度 に も状態 に も依 らな い と い う結論 に反 して，温度や状態 に よ っ て 磁化率の 値 を変

える反磁 性体が実験的に 多 く見出 され て い る こ とか ら， Langevin理論 の 修正 をこ こ ろ ざ

す 。 本多 の そ れ まで の 実験 家 と し て の 蓄積が そ うさせ た の で あ る ．そ し て 本多は ， 実 に

多種 多様な傾 向 を示 す反磁性体 ・常磁性体
・
強磁性体 の ，相変態 に と もな う磁性 の 変化

をも含め て の ，複雑な磁気的諸現象 を統
一

的に説明で きる よ うな磁気理 論 の 構築 をめ ざ

す の で ある 。

　本多 の 磁気理 論 へ の 最初 の 問題意識 ， 萌芽的着想 とで も言 うべ きもの を ， 本多は 1910

年 に ドイ ツ で 発表 して い る 害
9）
本多は そ こ で ，常磁性体 と強磁性体 の 間 に は本質的な差は

な く，た だ前者は磁化過程に 対する抵抗が 非常 に大きい が後者で は それ が非常に小 さい

の だ， と い う考え を表 明 して い る 。 そ し て ， 強磁 気性元素 が物理的 ・
化学的 な状態変化

に よ っ て 磁化過程に対す る抵抗 の 非常 に 大 きな状態に な る こ と もある し ， 逆に ， 常磁 性

元素がそ れの 非常 に小 さな状態 に な る こ と もある の だ ； 前者 に対応す る もの と し て ， 加

熱に よ る強磁性体 の 高温 で の 常磁性 へ の 移 行，少量 の 強磁 性元 素 が非 強磁性元素 と混 晶

を作 っ て 常磁性 と な る 場合 （例 ：Fe− V ，　 Ni− Cr ，　 Co − Cr ），強磁性元素が非 強磁 性

元素 と化合物 を作 っ て 常磁性 となる場合 （例 ：FeAl，　 FeA13 ，　 NiAl ，　 NiAl2，　 NiA13，

CoAl ，　 Co2AI5 ）の 3 っ の 場合が あ り，後者に 対 応 す る もの として ， 常磁性元 素た る Mn

が非強磁性元素 と化合物 を作 っ て 強磁性 に な る場合 がある ・ と述 べ て い る 。
っ ま り本多

は ， 温度変化 に と もな う磁気的 な状 態変化 と ， 合金 あ る い は化合物 をっ くる こ と に と も

な う状態変 化 と を，同 じ枠組の 中で とら え よ うと して い る の で あ る。そ して また ， 常磁

性体 と強磁性体 の ちが い を ， 磁化過程 に対す る抵抗 ， つ ま り磁 化過程 を妨げよ うとする

傾向 の 強弱 の 差 と して と らえて い る の で あ る 。 もし ， Weissの 分子場 を磁化過 程を助け

る機能 をもつ もの と考え て よい とす れ ば， Weissは ， 磁 化過程 を助ける 機構の 有無 の 差

として強磁性体 と常磁性体の ちが い を と らえ た， と い っ て よ い か も知 れ な い 。 Weissと

本 多とは 強磁性 と常磁性 の ち がい を と らえ る そ の 発想 の 点 に お い て ， ま さに 文字通 り，

正 ・
負 の 関係 に あ っ た の で ある 。また，本多は磁化あ る い は磁 化過 程 を外部か らか け た

磁場 ぬ きに して 考 え る こ とは 出来な か っ た 。本多 に と っ て 強磁性体 とは ，それ を構 成す

る 分子磁石 が抵抗な しに
“

素直に
”

外 か らか けた磁 場 の 方 向に 向 くよ うな ， 従 っ て 大き

な誘導磁 化があ らわれ る よ うな，そ うい うもの で あ り ， 他方個 々 の 分子 磁石 は ， 当然 の
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こ と なが ら ， 何か それ を妨げ る よ うな特別 の 要因が な い 限 り ，

“

素直 に
”

磁場 の 方向を

向 こ うとす る も の で あ っ た ， あた か も磁場の 中 の 小磁針 の よ うに 。 こ の よ うな本多 の 考

え を反 映 し て ，本 多の 磁気理 論は常磁性体に あ っ て は磁 化過程 を妨げ る よ うな要因を考

慮 に 入 れ，強磁性体 に あ っ て は そ の 要因を弱 め る よ うな機構 を導入 す る よ うな形 の もの

と な っ て い る
。

　 さて ，本多は 次 の 2 っ の 仮定 を導入 して Langevin の 理論 の修 正 を試み た 。   分 子磁石

の モ
ー

メ ン ト は一 定で は な くて 温度 の 関数で あ る ；  分子 磁石 は 互 い に 相互 作用 をお よ

ぼ す 。 仮定の   に っ い て 本多は ， 分子磁石 の 磁気 モ
ー

メ ン トが分子 を構成す る 原子 の 磁

気 モ ーメ ン トよ り合成 され る とすれ ば， こ の よ うに 仮定 し て もよ い だ ろ うと の べ て い る 。

こ の 仮定を導入 した本 多の 意図 は， さ らに論 をす すめ る うちに 明 らか に なる で あ ろ う。

仮 定 の   ， す なわ ち相互 作 用 の 導入 に 関 して は ， す で に Langevinが 「常磁性の 発生の た

め に は 分子間 の 相互 作用 が不 可欠」 で あ り， これ に よ る緩和 過程 が な い と反磁性 しか生

じな い と指摘 して お り，ま た 引数 を μ U ／kT （μ は 分子磁石 の 磁 気 モ ー
メ ン ト）と した

Langevin関数 は あ る 温 度 に お ける 磁化 曲線に相当する が ， それ に 鉄 の 磁化 曲線 に み られ

る よ うな変 曲点が な い の は分子 間相互 作 用 を無視 した ため だ と して ， 強磁性体 に おけ る

分子間相互 作用の 重要性 を強調 し て い る 。 Weiss 理 論 は ， こ の 分子 間相互 作用 を分子場

と して と り入れ た もの で あ る 。本 多は ， Weiss とは 対蹠的に ， こ の 分子間相互 作用 を磁

場方向へ の 分子磁石 の 配 向を妨げ る 要素 と し て と らえ て い る 。 っ ま り外か ら磁 場 をか け

た と き，分子磁 石 が 回転 し て そ の 方向を向こ うと す る の を ， 分子 間相 互 作用が妨げ て い

る の だ と考え る の で あ る 。 こ こ に 本多 の 磁気理 論 の Weiss理 論 と の根 本的 な ち がい の ひ

と つ が あ る 。こ れ に 加 えて ，熱擾乱 もまた 分子磁石 の 磁 場方 向 へ の 配 向 を妨げ る もの で

あ っ た 。 こ の 熱擾乱 の 効果 を，わ れ わ れ は Boltzmann分布 関数 の 引数の 分 母 を kT とお

くこ と に よ っ て と り入 れ る の で あ る が ， 本多は 分子 の 形状 を考 える こ と に よ っ て と り入

れ よ うとす る の で ある 。つ ま り，分子 が球形で あ る な らば熱運動 に よ っ て の 分子相互 の

衝突 は 分子 の 回転 を何 ら生ぜ ず分子磁 石 の 向きは 変 ら ぬ か ら熱擾 乱 の 効 果 は な く， 従 っ

て ， も し相互 作用 が分 子 の 回転 を妨げる こ と がな けれ ば，小 さな磁 場 をか けただけで す

べ て の 分子磁 石 が磁 場 の 方向 を向 く， 相互 作用 が あれ ば分子 磁石 の 向 きは外場 と相互 作

用の かね あ い で きま る ， こ れが強磁 性体の 場合に 相 当す る と い うの で あ る 。 も し分子 の

形 が球 で な くて ，た とえ ば 長 く伸びた よ うな形 をし て お れ ば，熱運動 に よ っ て の 分子 相
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互 の 衝突は 分子の 回転 を生 じ ， 磁場方向 へ の 分子磁石 の 配向 を妨げ る と い うわ けで ある 。

強磁性体 の 分子は 球形で あ り，常磁性体 の 分子 は球で は ない ．こ れ が本多の 磁気理論の

エ ッ セ ン ス の ひ とっ で あ る 。強磁性 を発 生 させ る ため に Weissが熱擾乱 に打 ち か つ よ う

な巨大な分子場 を導入 し た の に対 し，本多は 熱擾乱 の 効果 を小 さ くす る よ うな機構
一

分子 の 形状 を導入 し た の で あ る 耄
o）

こ こ に は 磁 歪 の 研究者 と し て 出発 した本多の 面 目躍如

た る もの が あ る 。 Weiss が分子磁石 か ら磁気 モ
ーメ ン トの担 い 手 と い うこ と以外 の

一
切

の 物理 的実体を捨象 して か れ の 磁気理論 をつ く り上 げた の と ， 本多の こ れ は み ご とな対

照 をな し て い る 。 今 ， こ れ を読ん で あ な た は ，分子 の 丸い や っ が強磁性体で丸 くない や

っ が常磁性体だな どと， 本多は，何 と ち ゃ ちな下 ら ぬ たわ ご と を言 っ た こ と よ と思 っ た

に ちが い な い
。 しか し ， 実は 決し て そ うで は な い の で ある 。あ な た は ，鉄 に Ct・ r， δ 相

が あ っ て β相 が な い こ と を不 思議に 思 っ た こ と は な い だ ろ うか 。 昔 は ， 鉄 に β相 もあ っ

た の で あ る 。 と こ ろが ， β相 は 固有 の 相 で は な く， 非強 磁性 的な α 相 にす ぎな い と い う

こ とが明 らか に な っ て ， 姿を消 した の で ある 。 鉄 の 状態図か らβ相 を完全に追 い 出す べ

き， 紛 うか た な き議論 膿 開 し た の 淋 多で あ D・1’）本 多 が そ の 議論 鮪 効 に 麟 し た と

き ， そ の 理論 的基盤 とな っ て 本多を支え て い た の は，分 子 の 形状変化 をそ の 骨子 の ひ と

っ と す る 本多 の 磁気理 論で あ っ た 。 Weissの 分子場 が交換相 互作用 を先取 り し て い た よ

うに，本多の 分子 の 形状変化は
一

体何 を先取 りし て い た の で あ ろ うか12）次回 はそ の あた

りか ら説 きお こ した い と思 う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未完 ）

　 註な らび に文献

1）　r金属物 理 』 6Na 　1 （1960 ）31r 磁性物理 の 進歩』（近角聡信 編 ア グネ 1964 ）

　 所収

2）勝木が r東北帝大理科報告』 に の っ た論文 をし らべ て みた か ぎ りでは ， 宮原 の こ の

　 言は あ た っ て い ない 。な お ， 註 14〜 20 をも見よ 。

3）　「回顧 と展 望」， r物性』 15N α6 （1972 ）354 。 なお ， 本多の
“

不 朽 の
”

著書 は

　
・・Magnetic　properties　of　matter

”
（matters で は な い ）（裳華房・1928 ）で あ る 。

4）　「磁 性体 の 物理 学の歴 史 と展望　 銅鉄主義 を考 えなお す 一
」 ， 『日本物理 学会誌』

　　27Na　3　（1972 ）　162 。
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5） 宮原の 本多理 論観は きわ め て 明解
一

強磁 性理 論 の 勉強 を Weiss理 論 の 勉強 か ら始

　　め た世 代 の 者 に と っ て きわ め て 解明
一

で あ D，そ の よ うな人 々 に とっ て は抵 抗 な

　　 し に 受容れ られ る よ うな も の で あ る
。 しか し落着 い て 考 えて み る と Weiss理 論は強

　　磁性理 論 と し て （
“

理論
”

と して も， 強磁性現象 に 関す る もの と して も｝きわめて
“

奇

　　矯 な
”

も の で あ る2）そ して本多 の 時代 ， それ は 当然の こ となが ら奇矯な もの とみ な さ

　　れた 。 宮原の 本多理論観に は ， 本 多が終生 Weiss理 論を受容れ なか っ た こ と を，本

　　多 の 不明 ・本多の 誤謬 とみな す視点が貫か れ て い る 。 そ して ， それ と の 対 比 に お い

　　て ，茅 ・広根 の い わ ば
“

生 まれ な が ら の 新 し さ
”

とで もい うべ き面がク ロ
ーズ ア ッ プ

　　され て い る 。 茅 ・広根が本多 ス ク ール 近代化 の 過 程で の 傑出 した リーダー
で ある こ

　　と に つ い て は ， 私 も宮原 と同意見 で あ る 。 しか し茅も広根 も決 し て生 まれ な が らの

　　 Weiss理論 の 徒 で は な か っ た 。 茅 は 1927 年まで は本多理 論 の 徒で あ っ た とみ な さ

　　る べ き文献的証拠が あ ♂ 広根 もまた ， H，i，，nb ，，g 理 論 を逸早 く自分 の もの と しな

　　が ら も
8）

・936 年 ま で は W ・… 理論批判 の 文脈 で ， 自ら の 近代的 な （量子論 1．立 脚 し

　　た 磁 気齢 を殿 し て い る
9）

の で ある ． W ，i、、 理論の
・

礁 さ
〃

か らすれ ば ， 本多

　　が Weiss 理論 を拒否 した こ と は む し ろ 当然 の こ と であ っ た。茅や広根 に代表 され る

　　新 し い 世代が ， 本多ス ク
ー

ル の 中か ら何 ゆ えに ど の よ うに し て Weiss理論受 容の 方

　　向 に傾 い て 行 っ た か ， そ の こ と の 方 が
“

不思議
”

で あ b　lo）そ の 具体的 な過程 が ど の

　　よ うな もの で あ っ た か に私 は 大 い に 興味 をそ そ られ る 。こ の 小論 の 後半 は ， そ の 過

　　程に っ い て の
一

考察で ある 。

6） “

純粋に
”

理論的に 考えれ ば，自発磁化 など と い う代物 は あ らわ れ て こ な い はず だ ，

　　ど こ か で対称性 の 破れ を前提 と しな い 限 りは 。 そ し て また ， Weiss 理論は 結果 （自

　　発磁 化 の 存在 ）を前提 と し て 結果 を結論す る と い う堂 々 め ぐ りの 理論構造に な っ て

　　い る． さ ら に 常識や ぶ りの 桁外れ に過大 な
“

分子場
”

を想定 しなけれ ばな らなか っ た。

　 強磁性現象 に 関 し て も， 他 の 諸現象 に 比 べ て きわ め て 顕著な強磁性特 有の 現象 とも

　　い うべ き履歴現象 を， 2 次的 な効果 と み な して 主役 の 座か らお ろ した 。 Heisenberg

　　の 理論は
“

過大な
”

分子場に 対す る量 子 力学的 うらづ け を与えた 。 そ の こ とが直ち に

　　Weiss理 論 に対す る 国際的な容認 を与 える もの で あ っ た か ど うか は疑 わ し い 。 （フ

　 ラ ン ス 以外 の 国々 にお け る Weiss 理論受容 の 過程が ど の よ うな もの で あ っ た か は ，

　 磁性物理 学史 の 1 っ の テ
ー

マ で あ り うる だ ろ う。）『理 化学辞典』 に よれ ば 1865 年
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　　　　　　　　　　　　　 本多の 磁気理 論と，わ が国 に お け る Weiss理論 の 受容 の 過程 1

　　に生 まれた Weissは 1940年ま で存命 した（P．Curie　 1859
− 1906；Langevin　1872 − 1946）。

　　Weiss 理 論が強磁性に っ い て の 考え方 に抜本的 な変革 を もた ら し た こ と，協力現象

　　に つ い て の 先駆的理論で あ る こ と ，等 々 を考 え る と ， 当然ノ
ーベ ル 賞 を受賞 して い

　　て もよ い よ うに 思 う。 し か し ， か れ は ノ
ーベ ル 賞 を受けて い な い 。 r理化学辞典』

　　で し ら べ て み る と， 1931 年 と 1934 年 に は ノ
ーベ ル物理 学賞 の 受賞者は い ない 。 も

　　し Weiss 理論 が こ の 頃に 正当に評価 され て い た ら， こ の ど ち らか の 年に（Heisenberg

　　理論 は 1928 年に 出た ）Weissが ノ
ーベ ル 賞 を受賞す る と い うこ と もあ りえた で あ ろ

　　う。 Weiss 理 論は偉大な 理論に ふ さわ し く
“

奇矯 な
”

もの で あ っ た た め に ，その 同

　　時代人か らは ， あ まね き理解 と評価 と を遂 に得 られ な い ままだ っ た の で は ある ま い

　　か 。

7） 茅は 「磁気 と其測定法」 と題す る 講義を 『金 属 の 研究 』 4 （1927 ）に連載 し て い る

　　が，そ の 冒頭 の 「磁性体 の 分類 と其 の 簡単なる理論」 と い う節 （pp　157 − 159 ）で

　　本 多 の 磁気理論 を祖述 し ， Weiss理論を批判 して 次 の よ うに 述べ て い る 。 「……本

　　多博士 は強磁性体 の 分子 磁石 は 其の 形 が丸 くて 相互 の 熱 的衝突 に よ っ て 回転 運動 を

　　起さな い もの と考え て お られ る。常磁 性分 子 の 様に 回転 して お る もの で は外部 よ り

　　カが働 い て 是 を一
定 の 方 向に向け よ うと して もそ の 独楽 の 作用 に よ っ て容易 に その

　　方向 に 向か ない が ， こ こ に仮定 し た様 に回転運動 の な い 分子 磁石 は力 の 方向 に 容易

　　に向 くこ とが出来従 っ て 強磁性 を示 す の で あ る 。A2 点 に於 い て 強磁性 が磁性 を失 う

　　の は 高温 に な る と分子磁石 の 形 が 変形 して そ の 相互衝突に よ っ て 回転運動 を起 し従

　　つ て 独 楽 の 作用 を生ずる に 至 る か ら で あ る 。 」 「強磁陸体に 関す る理 論で 有名 なる も

　　の は ワ イ ス の 理論 で あ る が極 めて 不合理 なる点が 多い 。……
ワ イ ス の 理 論か ら計算

　　し た 分子磁場 の 値 は
・…・・Ni ，Co に あ っ て は ・一 十万 ガ ウス 以上 で ある 。 斯 る 大 な る

　　磁場 が存在 す る理 由は解 す る に苦 しむ所で
……。又数 ガウ ス の 小磁 揚 を外部 よ り加

　　えて 強磁性体 を磁化 し得 る の事実は こ の 小磁場 に よ っ て 強大な る分子磁 場 の 方向を

　　変化 せ し め た もの と解 し得 べ く甚 だ不可解 な る点 で ある 。 」 同時 に 茅 は 既存 の 理論

　　で は説明で きない 現象 が 多 くあ る こ と を指摘 し ， 特に 「磁気の 理論 に相 の 構造 を入

　　 れね ば な らぬ こ と」 を強調 して い る 。

8） 勝木渥 「広根
・彦坂 は異端 の 芽か ？」 『物性研 究』 29Ne．　3 （1977 ）93 − 107 を見

　　 よ。

一9一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Bussei Kenkyu

NII-Electronic Library Service

Bussel 　 Kenkyu

勝木　渥

9） （a）
“ Z・・ Th ・・… d・・ Fer− gne… m ・… ．Ph・・．73 ，・2 （1931）、（・）

・
・。m ， ，，。bl，ms

　　
°n 　 ‘he　 the°「y ・f　 ferr・m ・g・・… m

” S… R ・p・T・h・k・ lm・．　U… ．23， 523 （1934）、（、）

　　
「鑼 性 体 の 電気抵抗 の 異常｝・ 関す る騨 な る理 論」 r理 研彙報』 14， 、 （、935 ），

　　
“ Asimple　th・・ry ・n 　the　an ・m ・ly ・f ・lect・i・ ・e ・i・t・nce ・f・ferr。m 、gn，ti、 、。b、t、。ce 、

・

　　
Sci・　Rep・　T6h・k・ lmp ・U・i・・24 ・ 122 （1935）；（d）

“ A ・ … mi ・ th・・ry・・f・th・ m 、g。，・。．

　　
cal°「ic

　
effect

”
N ・t・・e　137・

・492 （1936）；（・）
・ D ・・ m ・g。，t。k、1。，i、ch ，　Eff，kt 。、、h　der

　
H °nda −°kub ・・ch ・n 　Th ・ ・ri・ d・・ F・一 ・g・・ti・m ・・

” Z．・ Phy・．1・2 ， 132 （1936）． これ

　　らの 文献に 勝木 の 目で見た 簡単 な解題 をほ どこ せ ば以下 の 如 くで あ る
。 （a ）は彦坂

　　と共著 。 Heisenberg理 論の 立場 に立 っ て ，　 elementary 　complex （本 多 の い だ い て い

　た磁 区 に 似た概念 。 た だ し磁 区 とは似て 非 な る もの ）の 量子 論的基礎づ け を意図 し

　
た もの

・ E1・m ・nt ・ry … ・1・x ｝・お v ・て ・… 一・の と証 確｝・ はM − ・で あ り， ，1，m ，n ，、ry

　
complex を形成す る原 子数が多い ほ ど， 磁場 をか け た と き の 磁 化の 飽和磁化 へ の 到

　達 は急速 で あ っ た 。 ま た零磁 場 へ 外挿 した飽 和磁 化 （こ れ を広根 ら は 自発磁 化 と よ

　
ん で い る ）の 温 度依存性 と して 実験 と合 うもの を与 え た。 こ の 論文 を書 い た時 ， 広

　根 も彦坂 も本多 と は直接 の 交渉 をもた なか っ た けれ ど も ， 広根と彦坂 の 師 ， 大 久保

準三 は ・ H ・nd ・・bk・b・ 齢 の 大 久保で ある ．（b）は広根 の mZ の H ・i，enb ，，g理論 に基

　
い た論文 で ， そ の 中で 広根は Weiss の 対応状態 の 法則 を批判 し，　M − T 曲線の 形は

擁 を特徴 づ け る 項 の 分布 の 形 に よ る と述 べ て い る ． W ，issが磁 気 モ ーメ ン ト の 担

　
い 手 と い うこ と以外 の

一
切 の 原子的実体 を捨 象 し ， そ の こ と に よ っ て 物質 の 個別性

　を捨象 し て 強磁性理論 をつ く りあげた （対応 状態 の 法則 は そ の こ と の
一

っ の 帰結 で

　ある ）の に対 し，広根 は，本多 ス ク
ー

ル の 磁 性研究 の 蓄積 をふ ま えっ っ ，物質 の 個

　性 を捨象 しな い よ うな磁気理 論の 構築 をこ こ で 意図 し て い る よ うに 見受 け られ る 。

　（c ）は 広根 の 単名 の もの で ，本多　大久保理 論 に基 い た強磁性金 属 の 電 気抵抗 の

　計算 を試 み ， 磁気変態点付近で の 抵抗異常 を説 明 しよ うと した もの で ある 。 （d ）， （e ）

は本多 と の 嬬 で ・ （d）は （・ ）の 速報的な もの ・ （・ ）は ・935 年 に な され た 岡村俊

　彦 の 「強磁 性体 の 磁化 に よ る 熱エ ネ ル ギ ー
の 変化 に つ い て 」 の 大 きな実験 的な仕事

（S・i・R ・p・T・h・k ・ lmp・U ・i・・24 ・ 745 （1935））｝・対 す る 理論的解 明 で ある
． こ の よ

　うな こ とか ら ， 勝木 は （少 くと も文 献上 に あ らわれ た か ぎ りで は ）広根 は 1936 年 ま

　で は Weiss理論批判 の 立 場 をと っ て お り，基本 的に は本多
一大久保理論 の 立場 に，
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10）

11）

12）

13）

　　　　　　　　　　　 本多の 磁気理論 と，わ が国に お け る Weiss理 論の 受容 の 過程 1

それ を Heisenberg理 論で補強 しっ っ ，立 っ て い た と考 える 。た だ し ， こ の 勝木 の 考

え に 広根 は 同意 し て い な い （1976．10．5 「広根先生 の 話 を聞 く会」於 山形 大学 ）。

本多は 1932 年 の 論文
‘
℃ber　das　Weisssche　molekulare 　Feld” Z．　Phys．75 ，352 （1932）；

c ‘On 　the　Weiss　molecular 　field”　Sci．　Rep ．　T6hoku　Imp 。　Univ．21・ 332 （1932））で は

Weiss理論批判 の 文脈 で ， 本多 の 見解 （自発磁化 の 否定 ）を補 強す る もの と して 広

根 ・彦坂 の 論文に言及 した が，1936 年の 仁科 存 と の 共著論 文 （
“Ober　die　sogenannte

Temperaturabh註ngigkeit 　der　spontanen 　Magnetisierung” Z．　Phys．　g8 ， 657 （1936）；

“On 　the　so ・called 　temperature 　dependency　of 　spontaneous 　magnetization
”

Sci．　Rep ．

T6hoku 　Imp ．　Univ．25 ， 480 （1936））で は，　 Weiss，　Heisenberg， 広楓 彦坂 らは 自発磁

化の 理論 を作 っ た が ， かれ らの 自発 磁化 と い っ て い る もの は実は誘導磁 化 に他 な ら

ない と広根 ・彦坂 を も含 めて批判 して い る 。 本多に と っ て 単
一

磁 区 （本多の 用語に

よれ ば single 　complex ）内の 磁 化 は 自発 磁 化 （外場ゼ ロ の とき の 全 系の 磁 化 と い う工

合に 本多は考 え て い る ）と呼ぶ にふ さわ し くな く， それ は外場 に よ っ て 全 系の 磁化

をそ ろ えた とき の （つ ま り全 系 が single　complex に な っ た とき の ）磁 化 で ， 誘導磁

化に 他な ら ぬ も の で あ っ た 。

宮原 は 「……要す る に ， 本多 の 弟子 た ちの 中で広根 ，茅氏 らは Weiss 理論 の 受容に

屈折 があ っ た と思わ れず，た め ら うこ とな くHeisenberg へ の 道 をすすん だ もの と思

われ る ． 」
” ）

と書い て い る ． 宮原｝こ と っ て は ， W ・i・・ 理論 の 受容 と H ・i・enb ・・g 理論の

受容 とは 不可分 の もの で あ り， 宮原 の 尊敬す る先輩た ちが すん な りとそ れ を うけ入

れ た とい うこ とは疑問の 余地 の ない ， 当 り前 の こ とで あ る ら し い 。 こ の 宮原に と っ

て疑 問 の 余地 の ない 当 り前 の こ とが ， 実は私に とっ て は
“

不 思 議 で た ま らな い
”

こ

とな の で あ る。

「本多 ス ク ール とWeiss−Heisenberg理 論」 r物性』 1ろNa　10 （1972 ）591 ．

r物理 学史研究』 ア恥 3 （1971 ）28．こ の 論文は　　「本多
・大久保理論」の 成立 ま

で
一

とい う副題 を もっ て い る。

（a ）『磁気 と物質』 （裳華房 ， 1917 ）， 本文 320 頁 中最終章 （第 8 章 ）約 100 頁 が

　「磁 気の 理 論 」に さかれ て い る 。 （b）
“Magnetic　properties　of 　matter

”

（裳華房 ，

1928 ）， 本 文 250 頁中お わ りの 2 章 （第 9 章 ， 第 10 章 ）80 頁余 りが
‘Theories　of

　magnetism
’
（約 60 頁 ）と

‘Magnetic　moment 　of 　atoms
’

（約 20 頁 ）と に さか れ て い
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　　　る 。 （b ）は （a ）の 英文版 と ほ ぼみ な し うる が，磁気理 論 の 章 に 関して は ， 10年間の

　　　本多理 論の
“

発展
”

お よび Fe，　Niの 単結晶 の 磁 気測 定 の 成功 を反 映 し て ， 内容 に 若

　　　干 の 増補改訂が ほ ど こ され て い る 。 （b）の 第 9 章 ・第 10 章 の 内容 を再構成 し て ，

　　　岩波講座 r物理及 び化学』中の 1冊（88頁 ）として（c ）r磁性体に関する学説』（1931 ）

　　　が書か れ た 。

14） 本多
一

大久保理 論は
， 当時必 ず し も単に 「実験 報告 の 末尾 に」 「こ の 実験 は本多

一

　　　大久保理 論に 合 う」 と書か れ る た め に の み存在 したの で は な く，本多
一大久保理論

　　　を意識的に 適用 して 強磁性体 の 物性 を解 明 し よ うとす る試 み も， 強磁性体 の 電気抵

　　　抗 異常 を論 じた 1935年の広根 の 論文 （註 9 の 文献 c ）や magneto ・caloric　effect を論 じた

　　　1936 年の 本多
一広 根の 論文 （註 9 の 文Wt　d，　 e ）に み られ る よ うに ， あ っ た の で あ

　　　る。本多
一

大久保理論 へ の 弟子 た ちの 対応に っ い て の 「弟子 た ちの 論文 の 末尾 に は

　　 つ ね に 本多
一

大久保 の 理論 に合 うと い う言葉が儀礼的に あ る い は 習慣的に書 か れ て

　　　い る よ うで あ っ た」
11）

と い う宮 原 の 記述 は ，そ こ に 岡村 と の 対 話
15）

をそ え る こ と に

　　　よ っ て 迫真性 を お び た もの に な っ て い る 。 し か し ， 私が r東北帝大理 科報告』 に あ

　　 た っ て 調 べ て み た か ぎ りで は ， こ の 宮 原の 記述は当を得 て い ない L6）岡村との 対話に っ い

　　 て い えば ， それ は 宮原 の 記憶の 混 乱 （た とえば 別 々 の機 会に な され た 2 つ の 対 話 の 重 ね

　　焼 き）か ， 岡村 の 応答 内容 に 科学史 的信馮性 をお きえ な い
20）

か の ど ち ら か で あ る。

15）　「こ の こ と に つ い て ， 私 （＝ 宮原 ）は あ る と きに 岡村 俊彦氏 に そ の 意味 を尋 ね た こ

　　 と が ある
。 岡村氏 の 答は ， 自分 もなに が本多大久保理論 な の か， ど こ が それ と合 っ

　　 て い る の か わか らな い が そ う書 くこ とに な っ て い る （傍 点 は 宮原 に よ る ）と答 え ら

　　 れ た こ と を い ま で も記憶 し て い る 。 」（文献 11 ）

16） ある学派 の 論文 の 論文 の 末尾 に そ の 学派 の リ
ー

ダ
ー

の 理 論 に 合 うと い う言葉 が儀礼

　　的 ・
習慣的に っ ね に 書 かれ る と い うこ と と ， リーダー

へ の 謝辞が儀礼 的 ・
習慣的に

　　っ ね に 書か れ る と い うこ と と の 間に は 雲泥 の 差が あ り， も し前者 の よ うな こ とが お

　　こ なわ れ て い た とすれ ば，そ れ は そ の 学派の 学問的 健全 さ を疑わ せ る もの で あ る と

　　思 っ て ， 私 は r東北帝大理科報告』 16 巻 （1927 ）以降 32 巻 （1945 ）ま で の 17巻

　　に わ た り， 磁性 に関係 あ る と思わ れ る論文 74 編 を と り出 し 「本 多
一

大久保理 論に 合

　　 う」 と の 言及 の 有無 をし ら べ た所，明確 な形で 積極的に そ れ に 合 うと し て 言及 し て

　　い る もの 4 編 （本多
一

大久 保理 論に 基い て 理論 を展 開 した論文 を含む ），本 多
一

大
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本多の 磁 気理論 と，わ が国に お ける Weiss 理論 の 受容の 過程 i

　　久保理 論に基い て 実験 の 解析 をこ こ ろみ て い る もの 5 編，何 らか の 形で 肯定的に本

　　多
一

大久保理 論にふ れた部分 が論文中に ある もの 5 編で ， 残 り 60 編 （こ の 中に は本

　　多
一

大久保理論に言及 し て い るか 否か の 対象 と し て 取上 げる に はふ さわ し くな い か

　　も知 れ な い もの 11編を含む ）は，何 ら本 多
一大 久保理 論に 言及 し て い な か っ た。積

　　極的 に言及 した 4編中の 1編は岡村 俊彦の
“

On　the　change 　of　thermal　energy 　due　to

　　magnetization 　in　ferromagnetic　substances
”
　Sci．　Rep．　T6hQku 　Imp．　Univ．24 ， 745−

　　807 （1935）で あ る17）また本 多
一大久保理論 に 言及 して い な い 論文 の 中に は ， 山 本美

　　喜雄 の
・ The　ch ・ng ・ ・f　Y ・ung

’

・ m ・d・1… f ・1・・ti・ity　by　 m ・g・・tizati・n　i・ i・・n ・nd

　　 carbon 　steels
”

∫わ畆 27， 115 （1938）の よ うに，末尾 の ま とめ に 「Armco 鉄 で の 強い

　　磁化 に よる ヤ ン グ率の 変化 の 測定値 をAkulov−Kondorsk 理論 に よ る計算値 と比 べ た

　　 と こ ろ ， よ く
一
致 して い た 」（下線は勝木 に よ る ）と書 い た論文 もある 。何 で もか ん

　　 で も 「本多
一大久保理論に 合 うと い う言葉 が習慣 的 ・ 儀礼的 に 書か れ る こ と に な っ

　　て い た」 わ けで は ない LS）なお ， 本多への 謝辞 は ほ とん どの 論文に 書か れ て い た 。

17） 岡村 は ，論文の 末尾に ま とめ の 6 と して 「強磁性体 の 本多
一大久 保理 論 に よれ ば，

　　 非可 逆的な温 度効果は く 強磁性 か ら常磁性 へ の 転移に伴 う〉 分子 の 突然 の 回転の さ

　　 い に 分子 が得る 運動 エ ネ ル ギー
で ある 1 測定 され た熱は ， こ の 理論 に 基 い た計算値

　　 と満足す べ き
一

致 を し め す 」（〈 〉 内は 勝木 に よる補足 ）と書 い て い る。

18）　とは い え ， 本 多 は本多
一大久保理論 へ の 国際的信認 を得 る こ と に 強 く執着 し っ づ け

　　 て い た と思わ れ る 。 r東北帝大理科報告』 に の っ た論文 の い くつ か は ， ドイ ツ ， イ

　　 ギ リ ス ， ア メ リカ等 の 雑誌 や ， わ が国 の r数物記事』等 に ， 投稿
・
掲載 され て い る。

　　国際的 に 信 を問 い た い 論文 は r理科報告』 に出す だ けで な しに ， 欧米の 雑誌 に も投

　　稿 した の で あろ う。 欧米 の 雑誌 に掲載 され た論文 の 中 に r理科報告』 に掲載 され た

　　時には な か っ た文章 ， 「本多
一 大久保理論 で説 明で き る 」 と い う旨 の 文章 が ， 書 き加

　　 え られ て い る こ とが あ る 。そ の
一

例 は，曾禰武 の 「水 素お よ び若干 の 他 の 気体 の 磁

　　 化率 に っ い て 」 の Phil．　Mag に の っ た論文 で あ る。（59 ， 305 （1920 ）； 「曾禰 武 の 歩

　　 み」中編 （r物性研 究』 29 翫 5 （1978 ））註 58 参照 ）別の 一
例は ， 広根 の 註 9 （c ）

　　の 徹 力・ r躰 韆 学鸛 （」、p、n ，se・ J・u ・nal ・f　Phy・… ）』
19）

の ・・巻 （1935 ）抄録

　　　54 頁 と 11巻 （1936 ）抄録 33頁 に 2度 にわ た っ て著者に よ る抄録 と して の っ て い

　　　る 事実で あ る 。前者 と後者の
一

番大 きな ち がい は ， 前者 で 「電子 の 平均 自由行程が
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　　　分子 磁石 の 回転振動 に よ っ て 影 響 され る」 と書 い た 「分子磁石 」 と い う言葉の あ と

　　　
に ， わ ざわ ざ 「強磁性 体の 本多

一
大久保 モ デ ル にお け る」 と い う形容句をつ け加 え

　　　
て い る点 で あ る 。（そ の ほ か に は ， 若干 の 語句 の こ まか な修正

一
不定冠 詞 を定冠詞

　　　
に か え る とか ，

一 ・二 語の 挿入 とか ， 単語 の お きか え とか ，があ る だけ で ある。）広

　　　根は ，広根の こ の 論文 が 『日本物理学輯報』 に 2 度著者抄録 に よ り載録 され て い る

　　　
こ と を知 ら なか っ た，少 くと も記憶 して い な か っ た （1976．10．5．「広根 先生 の 話

　　　を聞 く会」）。 本多 は 1928 年 （第 5 巻 ）以 降 r日本物理 学輯報』 の Committee　of
　Pu−

　　　blicationの メ ン バ ー
と して 名 を連ね て い る 。 お そ ら く本多 は ， 10巻の 広根 自身 に よ

　　　る抄録 に 満足 で きず ， 自分 で 抄録 を書き直 して ， もう
一

度 11巻に の せ た の で あ ろ う。

　　　
こ の よ うな本多

一
大久保理論 へ の 本多の 執着が何 らか の 形で 宮原入所 の 頃 の 金研の

　　 雰囲気 と して残 っ て い る よ うな と こ ろ が あ っ て ，宮原が岡村 の 話 を頭か ら信 じこ ん

　　　で し ま うと い うよ うな事に な っ た の か も知 れ な い
。

19）　r日本物理 学輯報』 は 「学 術研究会 議」 の 編纂 で 1922 年 に 創刊 さ れ ， 原著論文 と

　　論文抄録 と をそ の 内容 と し て い た 。 広重徹の r科学の 社会 史』 （中央公論社 ， 1973 ）

　　　
104 頁 に よれ ば ， 学術研究 会議 は 1920 年 に 設置され ， 戦後に 日本学術会議 が発 足

　　す る まで ，科学行政に お い て 中心的 な 役割 をに な っ て きた。 さ らに詳 し くは 広重 の

　　著書，あ る い は湯浅光朝 『科学五 十 年』（時事通信社 ， 1956 ）214　一　217 頁を参照 さ

　　 れ た い 。

20） 宮原 の 初期 の 仕事 を，そ の 発 表 され た 論文 に 基い て推 定 し て み る と次 の よ うで あ る。

　　 1937 年に 北大 を卒業 し た 宮原 は ， 卒業後た だ ちに 金研 に赴 任するが，宮原 の 北大時

　　代 の 仕事 は ピ ロ タイ トの 結晶 の 磁 化 の 異 方性 をし らべ る こ とで あ っ た。こ の 仕事 は

　　茅 と の 連名で r東 北帝 大理 科 報 告』 27．450 （1939 ）に 発 表され て い る 。 その 後 ，

　　おそ ら く広根 の 指導下 で ， 半導体 の 強磁性 理論 の 仕事 を した 。 こ の 関係 の 論文 は ，

　　 1939 年 か ら 40 年に か け て ・ Phy ・・　 Rev・55 ・ 105（1939 ），　Z ．　Phy 、．115， 247 （1939 ），

　　 『数物 記事』 22 ， 358，528（1940 ）等 に 単名で 発表 され て い る 。 こ の 仕事 と お そ ら く

　　並行 し て ，北大時代の ピ ロ タイ トに っ い て の 仕事 の 延 長 と し て ，広根
・
岡村 と共 同

　　で ， ピ ロ タ イ トの 単結晶 の 磁化機構に つ い て の 研 究 をし て い る 。 こ の 仕事 の 第 1 報

　　は r数物記事』 25 ， 132 （1941 ）に ， 第 2 報 は r東北帝大理科報告』 51 ， 117 （1943 ）

　　（論文受理 は 1941 年 4 月 だ っ た が雑誌 の 発行 は 1943年 10 月 だ っ た ）に 三 者 の 連
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　　名で 発表 され て い る 。 岡村 は 1935 年に磁気熱量効果 に つ い て の 大仕事
21）

をや り， そ

　　の 末尾 に 「本 多
一大久保理 論 に 合 う」 と書 い て い た （註17 を見 よ ）。 私 の 推理 に よ

　　れ ば ， 宮原が 共 同研究者 岡村 に 関心 を持 ち ， 岡村 の そ の 論文 を読み，最後 の そ こ の

　　所を読ん で ，本多
一大久保理 論 とは何か と岡村 に 聞 く。 岡村 の 方は ， も うその 頃は

　　本多
一大久保理論 に っ い て ま と もに答 え る の が馬鹿 らし くな っ て い て ，

い い 加減な

　　こ と をぬ ら りくら りと答 え る 。 若 くて純 真な宮原は 金研内の 諸先輩に も尋ね る が 誰

　　もは っ き りした答 をし て くれ な い 。何度 も宮原 に し つ こ く聞か れ ， だ っ て 論文 の 最

　　後の 所 に こ う書い て あ る じ ゃ ない か と言 わ れ て 面倒 くさ くな っ た岡村 は ， 「そ の 当

　　時は そ う書 く こ と に な っ て い た ん だ 」 と答 え て 宮原 の 問い をは ぐら か す 。 そ の 答が

　　宮原 に と っ て 三 十数年後 に もまざま ざと思 い 出せ る くら い 印象深 い もの で あ ろ うと

　　は ， また ， 本 多中心 の 金研 の体質に 異和感を感 じ て い な く もなか っ た 宮原 がそ の 話

　　を頭か ら信 じ こ ん で しま お う とは，夢に も思わ ずに ……
。 岡村は 1930年 の 東 北大

　　卒業 で ，宮原 の 北大卒 業 よ り 7年早 い 。 大学 出 たて の 後輩 を半分か ら か うよ うな こ

　　ん な放言を し て も， そ うお か し くは な い 。宮原 と 岡村 と の 会 話 に つ い て の こ の 推理

　　 を私が宮原 に話 した と き ， 宮原は否定 も肯 定 もし な か っ た （1976．7．18．松本 で ）。

21）　Sci．　 Rep ．　T6hoku 　 Imp ．　Univ．24 ， 745 （1935）．

22） 本多 と本多 ス ク
ー

ル の 研究 を概 観 し た も の と して は ， 本多 自身 に よ る 「研究生活五

　　十 年 一 本 邦に 於 け る 磁気学 の 発展］？
3）
茅に よる 「本多先生の 御足跡」

en）
お よび Honda

　　Anniversary　Committeeに よる
“Professor　K6tar6　Honda

”25）
がある 。こ れ らは ， 本 多

　　 と本多 ス ク
ール の 仕事 を大 づ か み に知 る上 で は ，

コ ン パ ク トな手頃な解説 に な っ て

　　 い るそ
5a）

学問的 な もの と い うこ とに 狭 く限定しな い で本 多に っ い て 書かれ た もの をあ

　　げる な らば ， 友人 ・門下
・知人 ・親族に よ る 思 い 出？

6）
石 川悌次郎 に よ る 伝記？

D
そ の

　　他
zz）

があ る 。 ま た ， 本多 の 学術的著書
・論文 の 目録 と し て 柴田仁作 の ま とめ た

“ Bib−

　　 li。9，aphy 。f　P，。fess。，　K ・・、・6　H ・ nd ・
・
29’

が あ る ．

23）　 r日本物 理学 会誌』 5・Na　6 （1950 ）329 ．こ れ は本多 が 81 才 （数え年 ）の と き書 い た

　 　 もの で あ る。

24＞ 文献 26 所 収 （1 − 5 頁 ）

25） ScL　Rep．　T6hoku　Imp．　Univ． 本多記念巻 （1936 ）1．こ れ は本 多の 在職満 25年 を記

　　 念 し て 発行 され た 。
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25a） 1954 年 4 月 24 日 の Nature　175・ 755 の本多追悼文 も簡潔 に して 要を得た も の で あ

　　　り，わ れ わ れ は それ に よ っ て ，本 多に 対 し て ど の よ うに高 い 国際的評価 がな され て

　　 い たか を知 る こ とが で きる 。

26） 本多先生 記念出版委員会編 r本多光太郎先生 の 思 い 出』 （誠文堂新光社 ， 1955 年 ）

　　 市中の 本屋 で の 入手 は 困難 。

27）　r本多光太 郎伝』（日刊工 業新聞社 ， 1964 ）。 巻末 の 「本多光太郎 年譜」 は ， 本 多

　　
の 年譜 と して恐 ら く唯

一
の もの で ある 。 市中 の 本屋 で の 入 手は 困難 。 神 田 の 古本屋

　　　（明倫館 ）に 1 冊 あ る の を ， こ の 6月初旬に 見 た が ， 4，000 円 の 値 段 が つ け られ て

　　
い た 。 7 月 下旬 に も ， そ の ま まそ の 場所 に 並 ん で い た。 「本多記念会」 に は ま だ残

　　部 があ るは ず で ， 直接申込 め ば 1，000 円程度 で 入手 で きる可能性 がある 。

28）　1977 年 8 月 に黒岩俊郎 の 『本多光太郎』が 吉川 弘文館か ら人物叢書中の
一

冊 と し

　　て 刊行 され た が， こ の 本 は ま ちが い だ らけ の きわ め て 杜撰 な もの で ，また私的な研

　　究 ノ ー
トか ら の （ノ ー

ト作成者 か ら の 引用拒絶 の 申 し入 れ を無視 して の ）盗用が 5

　　ケ所 もあ っ た 。 こ れ ら の 諸点 を指摘 し た私 か らの 申入 れ を うけて 1978 年 2 月 ， 出

　　版社 は 同書 を廃刊処分 に した。 （こ の こ と ，お よ び こ れ に 関連 す る事後措置 と し て

　　出版社 が と ろ うと して い る措置は相 当に良心 的で ある 。 ）同書の 杜撰 さの ， 初歩的 レ

　　
ベ ル で の 例 を若干示 せ ば ， 本多 と仁科芳雄 と の 関係 で仁科 （1918 年卒 ）が本多 （1897

　　年卒 ）の
， 東 大 で の 15 年後輩 で あ っ た り （142 頁 ， 1918 　

一
　189．　7 ＝ 15 ？ 実は ，こ

　　れ は文献 27 の 254 頁 に 厂（仁科 は ）本多光太郎に対 して は東大 の 後輩で あ る と同時

　　に ゲ ッ チ ン ゲ ン の 後輩 で もあ る 。 しか も 15 年お くれ た 後輩 で あ る 。 」 と い う記述が

　　あ り， 石 川 悌次郎が本多は 1907 年に ゲ ッ チ ン ゲ ン に滞在して お り， 仁科は 1922 年

　　に ゲ ッ チ ン ゲ ン で勉 強 し て い る か ら ， ゲ ワ チ ン ゲ ン で の 15年後輩 だ とい うっ も りで

　　 厂15 年お くれ た後輩 だ」 と書 い た の を ， 東大 の 15 年後輩だ と黒岩 が早 と ち りに の

　　み こ ん ど， それ を丸 の ま ま こ こ で 吐 き出 した の で ある ）， ク ライ ン
ー仁 科 の ク ライ

　　ン が ， 1925年 に 76 才で 死 ん だ 数学者 の F ．ク ライ ン で あ っ た り （144 頁 ， 多 分 ，

　　黒岩 は ク ラ イ ン に っ い て知 ろ うと し て ， r理化学辞典』第 2 版 363 頁 の F．ク ラ イ

　　ン の 項 をみ た の で あ る。そ し て ， こ れ をク ライ ン
ー

仁科 の ク ライ ン だ と思 い こ ん だ

　　
の で ある 。一

枚 め くっ た次 の 頁 の 冒頭 に は ク ライ ン
ー

仁科 の 式 と い う項 目が あ っ て ，

　　それ をよ めば ， こ の ク ライ ン が F．ク ライ ン で は な くて 0 ．ク ラ イ ン で あ る こ とが分
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っ た は ずなの に ）， 茅誠司が ， 1930 年 ま で 金 研に い て ， そ の 後北大に 転任，そ の 後

ドイ ツ に 留学 ， 帰朝後 の 1925 年
・1926 年 に シ ュ レ

ーデ ィ ン ガーや ハ イ ゼ ン ベ ル グ

の 論文 が 出て ， 茅が北海道で これ らを熱心 に読ん だ り （180 頁 ），巻末 の 略年譜 に

お け る本多 の 年令が 明治 14 年 ま で は数え年 ， 明治 16年以後は満 年令 にな っ て い る ，

とい うよ うな具合で あ る。物理学 的内容 ， 磁気学的 内容 に わ た る部分は し ば し ば噴

飯物 で あ っ た ， た とえば ， 古典的な ニ ュ
ー

ト ン 力 学に よれ ば 光の 本質は 回転や振動

をす る 電子 で ある ， と読み とれ る よ うな表現 があ っ た り（9頁 ），
ハ イゼ ン ベ ル グが

強磁性 あ る い は分子 磁場 の 問題 を簡単にす る た め に 単純 な模型 ，
つ ま り 1 個 の 原子

核 の 周囲に 1 個 の 電子 だ け があ る 模型 を考 え ， 電子 ス ピ ン と い っ た 考え 方に 到達 し

た り（201 頁 ）等 々 。黒 岩 自身は こ の 本 の 4頁 で わ が国 の 自然科学系 の 学閙 の 分野

で は まだそれ ぞれ の 分野 の 歴史研究が 市民権 を得て い な い と嘆い て い た 。 しか し，

黒岩 の こ の 本 を読む 限 り ， そ して黒岩の こ の 本 をわ が国の 科学技術史に お ける 典型

的 ・
代表 的 もし くは 平均的著作 とみ なす 限 り， こ ん な本 が 大手 を振 っ て通る よ うな

世界が科学技術史 の 学問の 世界 な ら， そ ん な もの に は市民権 を与 え な い 方 が 余 っ 程

健全で あ る 。 もし ， 科学技 術史家が科学技術 史 の 学問 と し て の 市民権 を科学技術 の

分野 で 確 立 した い と思 うな ら， 黒岩 の こ の よ うな著作 ， ある い は こ の よ うな著作を

な した黒岩 を徹底的に批判す る こ とを避 けて 通 る わ け に は 行 か ぬ で あ ろ う。 何度 か

の 手紙 の や りと りの 末に ， 黒岩 も廃 刊に 同意 し た けれ ど も， 私は ， 今後 と も機会あ

る ご と に ， 批判 を続行す る っ も りで あ る 。

　さ ら に 私は ， 書評 の 世 界 に つ い て も， 評者 と著者 と の 間に
一

種 の な れ あい が 暗黙

裡に慣 行 とし て あ る の で は ない か と の 印象 をも っ た 。実 は ， 私 は雑誌 『金 属』編集

部か ら依頼 され て ， こ の 本 の 書評 を書 い た （1977 年 12 月 号に 掲載 ）。私 が原稿料

（と い っ て も 3，000 円分 の 図書券だ が ）を もら っ て専 門誌 上 に書評 な る もの を書い

た の は ， こ れ が生 まれ て は じめ て で あ る 。 書評 と い うもの は ， 著者や 出版社 の 提灯

持 ち をす る た め に 書 くもの で は な く， 何よ りも書評掲載誌の 読者 の た め の もの で あ

り， 読者 に的確 ・適切 な情報を与 え る た め の もの で あ る と私 は 思 っ た 。 ま た『金属』

編集部が書評 を私に 依頼 し て くる か ら に は ，私 が本多 と本多 ス ク
ー

ル に つ い て 関心

を もち ， あ る 程度それ に っ い て調 べ て い る ， と い う事 を知 っ て の 上 で の こ とだ ろ う

と思 っ た 。 そ の よ うな書評 で あ る か ら に は ，形態は書評 で あ っ て も， そ こ に 学問 と
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　　　し て の筋 は つ らぬ い て お か ね ば な らぬ， こ れ は 自分 の ，書評 と い う形態で の
， 学問

　　 的行為で なけれ ば な らぬ と， は じ め て 名指 し で 原稿料つ き の 書評 を専 門誌 か らた の

　　 まれ て 少 し の ぼ せ て 気負 っ て ，本気 で そ う思 っ た 。 （今で もそ う思 っ て い る。）そ し

　　 て 厂本書は ， 著者 の 入 手 した雑多な素 材が，そ れ らを相互 に 消化 ・熟成させ る著者

　　 の 知的作業 を欠 い た まま．雑然 と，多彩 な誤謬 と誤植 と手抜き とは っ た りと剽窃 と

　　体裁の不統 一
と に い う どられ っ っ ， 全編 に わ た っ て 配置 され た だ けの ， ま っ た く無

　　 価値 の 代物 で あ り， 読者 の た め に で は な く， 出版社と の 10年 こ しの 約束 を果すた め

　　 に の み っ くられ た本 で あ る 。……本書 を直ち に 市場か ら回収 し て絶版 とする こ と が ，

　　 著者 ・編集者 ・
出版社の 名誉を守 る 最善 の 道 で あ る 」 と い う言葉 を ふ くむ 書評 を書

　　 い た。そ し た ら ， 人 か らは型破 りの 書評だ と言 わ れ た 。 書評の 体 をな して お らぬ と

　　 い う人 もい た。痛快 な書評だ ， 書評 と い うもの は こ うい うもの で な くちゃ な ら ぬ ，

　　 と い う人 もい た が，著者か らは ， お 前 の 書評に よ っ て著者 と出版社 の 名誉 が い ち じ

　　 る し く傷 け られ た と い う旨 の 激怒 した 手紙 が き た。私は ，著者 と 出版社 の 名誉 を傷

　　 けた の は ， こ の 本 を出版 した あな た方 自身 だ，私 の書評は た だ そ の 事実 を指摘 した

　　 だ け だ と返事 し た。 自分 の 名前入 り の 本を出す と い う こ と は ，そ の 本 の 内容に か か

　　 わ る
一

切 の 責任 を自分で 負 う用意があ る と い う意志表示 で もある は ずだ 。 業績 リ ス

　　 トをに ぎや か に す る た め の ， 枯木 も山 の に ぎわ い と い っ た類 の もの で は な い は ずだ 。

　　 書評だ っ て 同 じ こ とだ。私 の 名 を明記 し て 書評 を書 く以上， こ の 本 に 関 し て ， 当ら

　　 ず障 らず の 書 評で お 茶 をに ご し た りす るわ け に は 行 か なか っ た 。 そ して ，丹念に こ

　　 の本 を読ん で そ れ か ら私の 書評 を よめば ，私 の 書 評が的確 ・適切 で ある こ とが 分る

　 　 はず だ 。

29）　Sci．　Rep．　T6hoku　Imp，　Univ．本 多記念巻 （ユ936 ）1109 ． こ の 目録に は 当然 の こ と

　　 なが ら， 1936 年 まで の もの しか 入 っ て い な い 。 1936 年ま で の もの に っ い て も， ご く

　　 わずか だ が採録 もれ の もの が あ る 。た とえば著書では 『磁性 体に関する 学説』（1931 ），

　　　r物 理 学 本論』 （1935 ）， 論文 で は
“ Ober　den　Villarischen　kエitischen　punkt　beim

　　 Nickel” （mit 　S．　Shimizu）Ann ．　der　Phys ．15，855 − 859 （1904）．

30） 文献 23 に 本多自身が 「（明 治 ）35 年 12 月 大学院 を卒業 して 理 学 博士 の 学位 を授 け

　　 られ た 」 と書い て ある こ と に よ っ た。文献 27 の 年譜 で は 1903 （明治 36 ）年 1月 12

　　 日 に 「理学博士 の 称号 を授 与 さる 」 とある 。文献 28 の 174 − 176 頁 に は ， 上 野科
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　　学博物館所蔵資料 と して本多 の 受けた辞令 の
一
覧が示 され て お り， そ の 中に （176

　　頁 1 行 目 ）明治 35 年 12 月 27 日に文部 大臣菊池 大麓か ら 「理 学博士 ， 学位 ヲ授与

　　サ レ ル 」 とあ る。文献 28 は到 る 所に 間違 い がある の でそ の 記述 を頭か ら信用するわ

　　 けに は い か な い が ， もし こ の 学位授与 の 辞令 の 記述 は 間違 っ て い な い と仮定すれば ，

　　 そ の 年
・月 は 本多が文献 23 に 書 い た こ と と合致す る 。

31） 本多の 処 女論文は ， 長岡 半太郎 と の 共著
“ Researches　on 　Magnetostliction

”

で あ り，

　　 それ は 『（東 京 ）帝大理 科大学紀要』（J．Coll．　Sci．　Imp ，　Univ．）9，
　353 − 391 （1898年

　　 7 月 19 日刊 ）に 掲載され た 。 ま た ， こ の 論文 は
“ On　Magnetostriction

”

と い う表題

　　で Phil．　Mag．46 ・ 261 − 290 （1898 年 9 月）に も掲載 され た 。こ の Phil．　Mag ．へ の 論文

　　の発 信の 日付 は 3月 15 日で あ る誓
）

32）　こ の 註 31 は ， 文献 29 お よび r長岡半太郎伝』（板倉聖宣
・木村東作

・
八 木江 里共

　　著 ， 朝 日新聞社 ， 1973 ）巻末 の 長岡半太郎論文 目録 を参照 して 書 い た 。

33） 文献 29 を参照 し ， また 註 29 で ふ れ た論文 1編 を加 えて ， こ の 論 文数 を算出 し た 。

34） 文献 29 な らびに
“ Scientific　papers　by　Torahil（o　Terada

” VoL 　1 （岩波 ， 1939 ）を参

　　 照し ， 2 ケ所以上 に 発表 され た 本質的に 同 じ論文 は 1 編 と して 数 え た 。

35） 黒岩俊郎 は ， 本 多 の 研究業績を大き く 3 っ にわ けて ， そ の ト ッ プ に地球物理 学上 の

　　業績 をあ げ 「こ の 領域で の 本多 の 業績 は 比較的知 られ て い な い が， しか し次asの 磁

　　性材料 の 研究 へ の 前提 をなす もの で あ り，非常 に重 要な意義 を もっ て い る」 （文献

　　　28 の 172 頁 ）と書い て い る が ， で た らめ も甚 だ し い 。私 が本文 で説 明 した よ うに ，

　　 本多は磁歪 の 研究か ら研究者 の 道 を歩み 始 めた の で あ り （だか ら， 地 球物理 学的な

　　 研究 の 次に
“

磁性材料 の 研究
”

に と りか か っ たの で は ない ）， 静振 の 研究は い わ ば夏

　　休み を利 用 し て の 余技 （と い っ て は 言い す ぎか ）で あ り，熱海 の 間欠泉 の 研究 も研

　　　究 上 の ひ とっ の エ ピ ソ
ー ドに す ぎな い 26）37）

文献 29 で 見る か ぎ り本多 の 最初 の 地球

　　　物理関 係 の 論文 は 1905 年 の 携帯用検潮器 に つ い て の もの で あ り（Phn ．　Mag ．10・ 253），

　　　熱海 の 間欠泉 の 論文は 1906 年 で あ る （Phys．　Rev．22 ，300）．た だ し文献 34 をみる と，

　　　本多
・寺田連名 の 熱海の 間欠泉の 論文 の 最初の もの が 1904 年に （『数物 記 事』 2 ，

　　　164 ）， また潮汐 の 波動の 論文 の 最初の も の がや は り 1904 年 （『数物記事』 2・222 ）

　　　に あ らわ れて い る
。 他方文献 29 に よれ ば 1903 年 ま で に強磁 性体 関係 の 論 文は 13

　　　編発表 さ れ て い る 。地球物 理 学上 の 仕事 が 「磁性材料の 研究 へ の塑 をなす」（下線
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　　　は 勝木に よる ）な どと い うの は 話 の 筋道 と し て お か し い し， 事実 もま た そ うは な っ

　　　 て い な い の で あ る 。

36） 本多 の 醺 ％ らは ・本多 ・
寺田 繝 欠泉 の 研 究 を前 も 。 て や 。 て お り， 。 。 あ ，

　　　で 大湯が止 ま り，そ こ で 町民か らの 依頼 を うけ て 本多 ・寺 田 らがた ち どこ ろ に 復 旧

　　　
させ たよ うに 読み とれ る が，明治 35 年 と い うの は 1902 年で あ り，寺田 の 大学卒業

　　　がそ の 翌年 の 明治 36 年 （1903 ）で ある か ら ， 寺田の 大湯 の 研究 が 1902 年以前 に

　　　
お こ なわ れ て い た と は考え ら れ な い

。 事実，文 献 34 の 中 の 1906 年に 発表 され た

　　　
“On 　the　geyser　in　Atami

”

をざ っ と眺 め て み た と こ ろ ， 観測デ ー
タ

ー
の 最初 の もの

　　　
は 1904 年 3 月 26 日 の もの で あ る 。 お そ ら く， 熱海町民か ら 1903年 の お わ り頃か

　　　
1904 年 の は じ め 頃に 依頼 を うけ ， それ か ら観測 ・研究 を開始 したの で あ ろ う。 寺田

　　　寅彦 日記 の 明治 37 年 （1904 ）の 所 をみ る と ， 2 月 27 日， 土曜，寺田熱海着 ， 2月

　　　
28 日 ， 噴出孔 の 所 に 入 っ て観測 ， 2 月 29 目 ， 観測 の 場所 を選定， 3 月 24 日，木 ，

　　　噴泉調査 の た め 本多博士 と鮪 に 至 る ， と V・ うよ うな こ とが書 い て ある ． こ うし て

　　　
1904 年 か ら 1906 年 に か け て 観測 ・

研究 をお こ ない ， その 研究結果 に もとつ い て復

　　　旧策 をたて た の で あ ろ う・そ の復 旧匍 ・ もとつ く復旧工 事は 2 ・3 日 でや 肱 成功

　　　した の で あ ろ う。文献 27 の 127 頁に は ， 本多 が 熱海再 生 の 恩 人 と感 謝 され た の は

　　　「明治 39 年 （1906 ）の 頃」 だ と あ る 。

37） 石 川悌次郎は文献 27 の 127 − 128 頁 で 「こ の 頃 の 本多光太 郎の 究学 は 明らか に 二 兎

　　　鎚 っ て 走 っ て い る ・ そ の
一

兎は ・…磁 気磁性 の 研究 で …… もう
一

つ は ……地球物

　　理学方面 の 追求で ……
あ っ た 。

……
要す る に 彼 の 旺 盛 な知識慾 が ， 磁気学 と地球物

　　 理学 と の 両方 を愛 し，折角掴 ん だ二 匹 の 兎 の
一

方 を棄 て 去 る こ とが出来な か っ た訳

　　 で ， 彼 の こ の 状態は 明治 の 終 D ま で持続 され て い る 。 」 と書 い て い る が ， こ れ は こ の

　　時期 の 本多光太郎に と っ て の 地 球物理学的な仕事 の 重 み を過大に 見 て い る 。 熱海 間

　　欠泉の 復 1日成 功 と い う世俗 に ア ピー
ル す る 出来 事 に 石 川 が幻 惑 され て の 記述 とみ る

　　 べ きで あ ろ う。

38） 文献 27 （『伝記』）は ， 月沈源 に 20 ケ 月 （155 頁 ），
ベ ル リ ン に 14 ケ 月 （158 頁 ）

　　滞在 し た こ と に な っ て い る 。 本 多 の 留学は ， 予定期間が 1 年 の び て ， 結局 4 年間 に

　　な っ た か ら， 本多 の 回顧 通 り で は ，合計が 3 年 に しか な らな い 。 r伝記』 の 数字に

　　本 多 の い う語 学 の た め の ベ ル リ ン 滞在 の 半年 を加 え る と合計 40 ケ月 に な り， 大分帳
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　　 尻 が合っ て くる 。

39） こ の 仕事 をま とめ た論文 が ，
K ．　 Honda，

“ Die　 Magnetisierung　 einiger 　 Legierungen

　　 als　Funktion　ihrer　Zusammensetzung 　und 　Temperatur ” Ann．　der　Phys．32 ， 1003− 26

　　 （1910）で あ る 。

40） こ の 仕事 に あた る 論文 を私は み つ けて い な い 。文 献 29 の 論文 リ ス トに もの っ て い な

　 　 い
。

41） K ．Honda ，

“ Die　 the  omagnetischen 　 Eigenschaften　 der　 Elemente ”

，　Ann ．　der　Phys．

　　 32 ， 1027− 63．なお 「曾禰武 の 歩み 」 （中編 ）（『物性研究』 29　No．5 （1978））註 67 −

　　 73 をも見 よ竃
2）

42）　 「曾 禰武 の 歩み 」 の註 67 で ， 私は 当時知 られ て い た 83 元素中の 43元 素 と書 い た

　　 けれ ど も， 本多自身が こ の 論文 の 中 で （pp．1038
− 39 ）， 今 日知 られ て い る 81 元

　　素中 43 元素 を研究す る ， 研究 で きな い で残 っ て い る 35 元素は 気体 10 （HHe ， N ，

　　 O ， F ，
　Ne ，

　Cl，
　Ar ，

　Kr，
　Xe ； こ れ ら に 対 して は使 え る測定法が ない ）ア ル カ リお よび

　　ア ル カ リ土類 6 （Li，　Rb，　Cs，
　Ca ，

　Sr，　Ba こ れ ら は 充分 に鉄 を除去で き な い ）， そ

　　 の 他 19 （Be，　Sc，　Ga ，
　GG　Y ，　La ，　Ce，　Pr，　N （L　Sm ，　Ets　G己 Tb ，　Dy ，　Er，　Tu ，　Ny ，　Lu；

　　 Rd ； こ れ らは 入手不能 ），そ の 他に 強磁性 元素 Fe，　Co ，　Ni は 研究対象 と しなか っ た

　　 旨の こ とを書 い て い る 。なお ， 本多 の こ の 仕事 に つ い て は ， すで に河宮が言及 して

　　 い る『
）

43） こ の 段落 にお け る 引用文 は す べ て 文献 23 か ら の も の で あ る 。

44）　“

本多 の
”

磁気 理論が，本 多が A2 変態 の 本性 を解 明 して β鉄 論争に結着をつ ける 上

　　で，鞭 的 に 飜 した， と指摘 し た の は河宮 の 卓見で あ諍

45 ） 河宮信郎 「本多光太郎の 磁 気
・金属学研究 に っ い て （D 」 r物理 学史研究』 8Nu 　4，

　　 54 （1972 ）； 「日本に お け る金 属工 学の 成 立 と展 開
一 本多光太郎を中心 と し て（1｝一」

　　　r科学史研究』 15，80 （1976 ）．特 に 後者 の 85 頁右段 （就 中第 6段落 ）か ら 86 頁左

　　 段 を見よ。

46）　こ の 初期 の 理 論は ， まと ま っ た形 で は ， 註 13 の 文献 a ， 即 ち r磁 気 と物質』 （1917 ）

　　 第 8章 の 前半 §§41 〜 45 に 与 え られ て い る。本 多が こ の 初期 の 磁気理 論 を公表 し た

　　 の は 1914 年 で あ っ た ln
47） K ．　 H 。nd 、

・ A・ th，。ry ・f　m ・9n・ti・m
” S・i．　R ・P．・T6h ・k・ lmp ・U ・i・・3・ 171 （1914）・

一21 一
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48） P・　 L・n ・・Vi・ “

・・g・・… me 　e ・ th・・r・・ d… lec… n ・
・

Ann ．… 。 ．　Phy、．5， ，。 （、9。，）．

　　　なお 本稿 を書 くに あた っ て は 物理 学古典論文叢書 中の 『磁性』 （物 理学史研 究刊行

　　　会編 東海 大学出版会 ， 1970 ）所収 の 小川和成 の 訳 に依拠 した 。

49） K ・・H ・・ d・
“ Di・ m ・9n・・i・ch ・n　Eig・n・。h・f・・n　d，，　M 、t，ri。li，n 。nd 　di，　m 。1，k。1。，e．Th，。ri，・．

　　　
phys．　Z．11，1078 （1910）．こ の 論文 の 受理 は 1910 年 9月 25 日。こ の 論文は 文献 29

　　　の 論文 目録 か らは 落ち て い る
。

5°） 私 は こ の こ とか ら ・ 本多は 分子 の 形状 が顯 舌Lの 効果 をへ らす か ら ，ffe、、i。， な盤

　　　と して T の 代 りに （T 一
θ ）と とる べ きで あ る と主 張 して い る の だ と理解 して 「曾 禰

　　武の 歩 み 」 （後編 ）（r物性研究』 50　No．1 （1978 ））の 註 96 で そ の よ うに 書い た 。 し

　　 か し ， 今 ， こ の 稿 を書くた め に ， 本 多 の 論文 等 に丹念に 目を通 した と こ ろ ， 本 多 自

　　身は こ の よ うに は主張 して お らず ， 強磁性体の 臨界温 度は 常磁性体 の 絶体 0 度 に 相

　　 当す る と考える 事 は reasonable だ とだけ述 べ て ，
　 T の 代 りに （T 一

θ）とお くこ との

　　 理 由づ けに して い る 。

51） K ・　 H ・ nd ・
“

・・ th・ ・ ・… e ・f ・h・ A
・

t・an ・… m ・… ni ・ ・r… S・・．　R・p．　T・h。k。　lm ，．

　　 Univ．4 ， 169 （1915）．

52） こ の こ と に っ V ・ て は ・ す で ｝・河宮齢 じて い る含
4）・45’

私 は ， こ の 融 の卓説 ｝、非常 に

　　感心 した の で ・ 次回 の 冒頭 で こ の 河宮 の 説 の 受 け売 りをや りた い の で あ る 。
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