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　 Apatent 　htlgation　case 　relevant 　to　magnetic 　record −

lrlg　is　introduced　 from　tech 頃 cal 　and 　historica！view −

point ．　 The 　patent　 in　 question　 claimed 　high −density

recording 　using 　a　narrow 　head 　gap 　 of 　less　than  ．38

μ m ，The 　patentee 　 argued 　 that　it　covered 　the 　 vector

recording 　technology 　studied 　by　the　inventor，　 J，U．
Lemke ，　Investigation　of　the　argument 　 in　the　light　of
studies 　made 　by　S．　Iwasaki　and 　his　group ，　the　NHK
Technical 　Lab ，　and 　others 　during 　the　 l96〔〕s　and 　1970s

in　Japan，　reveals 　that 　Lenlke
’
s　patentdisclosed 　nothing

that　had 　 not 　already 　been　discovered　in　Japanese　 re ．

search 　up 　tQ　that　date．　 The 　patent　was 　finaHy　rejected ．
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1．は じ め に

　 1988 年 5 月 Eastman 　Kodak 社 （以 ドコ ダ ッ ク ） よ り

口本の VTR メ
ー

カ
ー

に
一

通 の 手紙 が 届 け られ た．

　　『コ ダ ッ ク の 所有す る レ ム ケ 特許
T）が 米国 と 日本 で 成

　立 した．こ の 特許 は，約 0．38 μm 未満の ギ ャ ッ プ長 の 磁

　気 ヘ
ッ ドを 記 録 に 使用 す る こ とを特徴 と ず る 磁気記録の

　方法 お よ び 装置 に 関す る もの で あり，8mm ビ デ オ な ど

　 の 製品を カ バ ー
す る もの と考え る．当社は ラ イ セ ン ス を

　付与す る 用意 が あ る．」

　 確 か に 8mm ビ デ オ の 磁気 ヘ
ッ ドの ギ ャ ッ プ 長 は 0．38

μm 未満で あ っ た
＊ 1． さ らに ，そ の 後開発 さ れ る ほ とん ど

すべ て の 磁気記録装置が こ の 特許 の 請求範囲内の ギ ャ ッ プ

長 を使用す る で あ ろ う と予 樌1」さ れ た．新 聞報道に よ る と 特

許使用料は 8mm ビ デ オ 関連で 数 100 億円に 及ぶ と の こ

とで あ っ た．

　 レ ム ケ （J．U ．　Lemke ）が 出願 した特許 の 存在 は，公開公

報 で 知 られ て い た，しか し，狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ドの 利用 は 高

密度
・短波長記 録 の 必 然 の 結果 で あ り，狭ギ ャ ッ プ ヘ

ッ ド

の 利用の み で 新 しい 効果が 生ずる は ず も ない の で ，実 質 的

に ギ ャ ッ プ 長 の み を 限定条件 と す る特許が 成立す る は ずが

＊ 1
ギ ャ ッ プ長 ： 磁 気 ヘ ノ ドギ ャ ッ 7 の ヘ ソ ト進行方向0⊃長

　 さ 、環 存，磁気 テ ープ 装置、ハー
トデ ィ ス ク装 置 と も 0．3

　 μ m 末満の 値が 主流 と な ．．
・て い る ．

な い と い うの が，当時の 研究者 の 認 識で あ っ た，特許成立

は，関 係者 に と っ て 予 想外 の こ と で あ っ た．

　当初簡単に 決着す る と思 わ れ た こ の ケ
ー

ス は，最終決着

を 得 る まで に 多 くの 時間 を 要 した，1997 年 8 月 25H ．

我 々 は コ ダ ッ ク よ り東京高裁 に お け る提 訴 を取 り下 げ る 旨

の 通 知 を 受 け た．こ の 間，土 記 の 手紙 か ら 9 年経 っ て い

た．

　我 々 の 目か ら見 る と，こ の 特許 に 工 業的に 利用可能 な科

学 的 発 見 は 存 在 しな い し，文 言 的 に 明 確 な 公知 例 ＊2
が 存 在

す るの で ，本来簡単 に解決 され るべ きケ ース で あ っ た．解

決に，特許出願以来 18 年，特許侵害警告以来 9 年 を要 し

た 理 由 を簡単 に 述 べ る．

　 1979 年，米国 の 磁気記録分野で 有名 な J，U．　Lernkeは，

こ の 特許お よ び関連 した研 究 を発表 し た．優 れ た高密度記

録 デ
ー

タ，新 しい 等方性媒体，そ して こ の デ
ー

タ を 垂直磁

化
＊／1

との 関係 で 説明す る
一

見 わ か りや す い モ デ ル は，た ち

ま ち有名に な った，彼の 論文 は垂 直記録 の 研究 も し く は新

しい 媒体 に 関す る論文 と して 多 くの 研究者 に 引用 され た．

結果的 に，発 明 者 は も と よ り多 くの 人が こ の 特許 に 関連 し

て ，科学的発見 が 存在 した と信 じた，彼 は こ の 研 究 な ど の

功績 に よ り 1995年 の INTERMAG で Johnson賞 ＊4
を 受

賞 した．

　発明者 も し くは 特許権者 が 発明の 存在 を 強く信 じて い る

限 り，何 らか の 形で 特許権 を与 え る の が特許制度の 基本精

神 で あ ろ う．例 え ば，特 に こ の よ う な傾向の 強 い 欧州特許

庁 で は ，も し偶然の 結果 と して ，特許請求項 と干渉す る 公

知例 が 存在す る な ら，そ の 部分を 取 り除 き，残 り の 部分 を

特許 とす る と い う手法 も許 され る．こ の た め
， 特許 の 審理

は特許請求項 と公知例 の 文言的比較を越 え て，それ らの 根

底 に あ る 技術思想 の 議論 に 及ぶ ．

＊ 2
参考文献 5，6ts ど

＊3
レ ム ケ の 研究 の 数 年前，東北 人学 岩崎 教授 が 垂 直記 録 を

　 提唱，多 く の 研究者 に 垂 直磁化 の 重要性 が 強 く認識 さ れ

　 て い た ，
＊4Reynold

　R、　Johnson　lnfornintinn　Storage 　Award ： レ ム

　 ケ以 前 に は C．D．　Mee が，そ の 後 N ．　Ima ］nura ，　A ．　F．　Shu ・

　 gart．　J．P．　Lazzariらが 受賞 して い る．
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　特許権者 は 発明の 存在と特許が成立 した と き の 大き な経

済的効果を信 じた の で，必然的に詳細な技術説明と，これ

に 緻密 に連携 した 法律的議論 を 行 っ た．特許権者の 主 張が

認め られ，特許 は 世界各国で い っ た ん 成立 した．

　特許権者 の 主張を技術的 に 分析 した 結果，「0，38μm 未

満の ギ ャ ッ プ 長の 磁気ヘ
ッ ドで 記 録す る」 と い う請求項 に

内在す る と さ れ る 技術思想 は， 1960 〜70 年代 に 東北大学

岩崎研究室お よ び NHK 技術研究所 を 中心 に 研究 さ れ た ベ

ク ト ル 記録に 関す る 研究成果 そ の もの で あ り，同
・一

の 技術

思 想が ベ ク ト ル 記 録 を ギ ャ ．
ソ プ と関 連 づ け る偏 った 理 解 に

基づ い て 説明 さ れ て い る に す ぎ な い こ と か 明 らか に な っ

た，しか し，科学的誤謬を指摘す る の み で は 特許の 無効主

張 と して は 無力で あ る．逆 に 偏 っ た ア イ デ ィ ア に 完全に 適

合す る公知例 は 存在 しえ な い ．特許 は 捻れ た 論理 の 陰で 成

立 して い た．

　 しか し，い ず4 に して も，こ の 特許が 我 が 国 の 研 究成果

そ の もの をそ の 権利範囲 と して 主張 して い る こ と が 明 らか

に な っ た以上，我 々 は こ の 特許を簡単 に 認 め る わけに はい

か ない と考 え た，こ う して ，特許 の 法律的議論 と並行 して ，
ベ ク ト ル 記 録 に 関 す る 多 くの 議論 が 行 われ た．

　 こ の 報告 で は，こ の 特許 紛 争 の 経緯 を磁気記 録技 術 の 側

面か ら報告す る，

2．特許審査経過

　本件特許 は 1979年 4 月 11 日米国特許商標庁に出願さ

れ，1 年後 に B 本およ び欧州特許庁 に 出願 され た．発明者

J．U ．　Lemke ，出願 入 Eastman 　Kodak で あ っ た ．特許 は そ

れ ぞ れ の 国 で ｝981 年，1988 年，1990 年 に い った ん 成立

した
＊t）．

　 日 本特許成立 と同時 に ，23 者が 異議申立 て を行 っ た．異

議 申 し立 て に も関わ らず，特許 は 請求範囲 を 「0．38 μm 未

満」か ら 「0．30μm 以 下」 に 変更 す る こ とに よ り認 め られ

た ．こ れ に 対 し，ソ ニ
ー

お よ び 日立 は特許 の 無効審判講求

を 行 っ た ．無効審判請求 に 対 し特許庁 は 95 年 8 月に 特許

無 効 の 決 定 を 下 した，特許権者 は 直ち に 東京高等裁判所 に

審決取消を提訴 し た．被告は無効審判を請求 した ソ ニ ーお

よ び 日立 で あ っ た ．

　 欧 州 特許 庁 で は 1990 年特 許成 立 と 同時 に Philips，

Thomson を は じめ 日 欧 13 者 が 異議申 し立 て を 行 った．

特許庁 は こ の 特許の 新規性 は認 め な が ら も拒絶 の 決定を 下

した，特許権者 は ひ き続 き審判請求な どに よ り特許性を主

張 し，2 年 に
一

度 の 頻度で ，口 頭審理 が 開か れ た．

　米国で は，特許は 1981 年 に 成立 して い た が，特許権者

は 日 ・欧 の 審理 の 経過を待 っ て，1993年 3 月テ キ サ ス 州

の 連邦 地 方裁判所 に 侵害差 し止 め と 損害賠償 を 求 め て ソ

ニ ーを 提 訴 した，こ れ に 対 して，ソ ニ ー
は 特許自体 が 無 効

＊ 5
米 国特許 ： 4302 ，790 、日 本特許 ： 昭 63 ・16808 ，欧州 特

　 言丁： 0018267

日 本応 用 磁気学 会 誌 　Vol　 23，　ND．1−L，1999

で あ る と し， 1993年 6 月，特許商標庁に対 し特許の 再審

査請求を行 っ た．米国特許商標庁は ソ ニ ーの主張を認 め．

1997年 6 月全特許請求項 の 拒絶を決定 した，

　米国 の 審決に 伴い ，コ ダ ッ ク社は米国の 訴訟 を取 り下 げ

る と と もに東京高等裁判所 へ の 提訴，欧州特許庁の 審判請

求 も取 り下 げ た．そ の 結 果，本 件 に 関 す る全 世 界 の 特 許 が

存在 し な い こ と に な り，こ の 事件は 終結 した ．

3．特許権者 の 主 張

　特許の 基 本的 な特許請求項 は 次の と お りで あ る．

　 Amethod 　 for　short 　 wavelength 　 recording 　 of 　infor−

mation 　 signals 　onto 　 a　 magnetic 　 medium 　 composed 　 of

magnetic 　particles ，　cornprising 　apPlying 　the　signa 】s　to

agapPed 　magnetic 　recording 　head 　and 　providing　rela ・

tive　 motion 　 between　 the　head 　 and 　the　 medium 、　the

length　of 　the　magnetic 　recording 　gap 　extending 　in　the

d｛rection 　of 　relative 　motion ，　 characterized 　in　that 　the

magnetic 　length　of　the　recording 　gap 　is　less　than　O．38

μ mas 　related 　to　the 　permeability　of 　the 　magnetic 　me −

dium ．（欧 州特許第 1 ク レ
ーム ），

　 こ こ で ， magnetic 　length　of 　the 　gap は い わ ゆ る実効

ギ ャ ッ プ 長 の 意味 で あ り，as 　related 　to　the　permeability

of 　the　magnetic 　medium は 実効 ギ ャ ッ プ 長 との 関係 で 付

随的に 加 え られ て い る．

　 こ の 発明 に な ぜ特許性が あ るの か，特許権者は次の よ う

に 主張す る ：

　 『従来，磁気記録装置で は 再生用 ヘ ッ ド に 最短記録波長

の 1／2 程度 の 狭 い ギ ャ ッ プ 長の ヘ
ッ ドが 使用 され て き た，

．一
方，記録に は大 きな ギ ャ ソ プ長 の ヘ

ッ ドが 望 ま しい と信

じられて きた ．

　 こ れ に 対 し，発明者 レ ム ケ 博士 は 記録性能 の ギ ャ ッ プ 長

依存性 を研究 し，ギ ャ ッ プ 長を 狭 くす る と，あ る臨界値以

下で 記録効率が驚く ほ ど向上す る と い う新 ら しい 現象 （レ

ム ケ 効果）を発見 した （Fig．　L　2 参照 ： 昭 和 62 年 10 月 9

日 付 け コ ダ ッ ク 社意見書参考図．彼 の 実験結果 は，1979

年 の 論文 に 発表され
21
，さ らに 1982 年 の 論文 で 理 論的説

明 が 行 わ れ た
31，こ れ らの 研 究 は，学会 に 大 きな反 響 を巻 き

起 こ し た ．彼 の 論文 を 引用 し た 科学論文 は 数 限 り な く多

い ．また，彼の 研究成果 は，White 博士 の 教科書 な ど に 紹

介され て い る
4’，

　彼の 研究 は科学的成功を収 め たの み な らず，工 業的 に 大

き な 成功 を 収 め た．す な わ ち，彼の 発明を 利用 す る と，短

波長 の 広 い 周波数領域 に お い て 良好 な信号 S／N が 実現 で

き る．ソ ニ ーは こ の 技術を盗用 し 8mm ビ デ オ で 商業的成

功 を 収 め た ，』

　 ま た，特許権者 は 従来技術 を 次の よ う に 批判す る ：

　 『特許出願以 前 か ら，狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ド に 関 す る報告 は

存在 した，しか し，そ れ らは 以 下の よ うな 欠点 を も っ て い
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Fig．1　Perfolmance 　of 　narrow −head −gap　recording しg＝O．3gem ）in　comparison 　with 　wide −head −gap　recording
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Fig．2　Effect　 of　the　 recording 　gap 　length　 on 　the

relative 　 recording 　 efnciency 　for　 a 　1μ m 　wave −

length　signal 　proposed 　by　the　patentee、　 The 　hor・

izontai　axis 　indicates　the 　gap 　length　 of 　the　head．

A ：Playback 　head 　eMciency ，　 B ；Anticipated　record −

ingefficiency．　C二Experimenta］resultfortherecQrd −

ing　 efiiciency ，　 C 　 shows 　 a 　 maximum 　 at 　O．25 μ m

and 　a　minimum 　at 　O，75 μ m ．

た た め
， 本件特許 の 言 う狭 ギ ャ ッ プ 記 録 を 行 うこ とが で き

ず，レ ム ケ効果を発見で きな か っ た．まず第 1 に，従来 の

ギ ャ ッ プ長 は す べ て 光学的 に 測定 し た光学 ギ ャ ッ プ 長 で

あ っ て，発明が必 要 とす る，磁 気的 に 有 効 な 実効 ギ ャ ッ プ

長 の 開示 は な い ，当時の 磁気 ヘ
ッ ド加工 技術 で は 10分 の

数 μm の ギ ャ ッ プ の 拡大 は 不 可避 で あ っ た の で、光学

ギ ャ ッ プ 長 O．38 μ m 未満 の 開示例 が あ っ た と して も，実 効

ギ ャ ッ プ 長 に 換 算 す る と，0，38 μm を は るか に 超 え，そ の

よ う な ヘ
ッ ド で レ ム ケ 効果 が 実現 す る は ず もな い．第 2

に ，そ の よ うな 狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ドが 記録 に 使用 され た と仮

定 して も，当業者 に 広 く知 られ て い た 飽和現象 の た め，磁

気 ヘ
ッ ドの ギ ャ ッ プ長 は記録時に 大 き く拡大 した．こ の よ

う な ヘ
ッ ド で は レ ム ケ効 果 は 発現 す る は ず が な い ．した

が っ て ，い か な る公 知資料 も狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ドを記 録 に 利

用 し優れ た 広帯域信号特性を実現す る と い う技術思想を開

不 して い な い．

　例 え ば，異議申立人 が 公知例 とす る 「Kobayashi」51 は

0，3 μm の フ ェ ラ イ ト ヘ
ッ ド の 使 用 を 開示す る が ， こ の

ギ ャ ッ プ 長 は 明 らか に 光 学 ギ ャ ッ プ長 で あ り，実効 ギ ャ ッ

プ長 に 換算す れ ば 0．5μ m よ り は るか に 大 き くな る．ま た，

も し何 か 偶 然 の 作 用 に よ っ て ， 0．3μm の ギ
’
ヤ ッ プ 長 が で

きて い た と し て も，こ の ヘ
ッ ドは 記 録時に 著 し く飽和 し，

そ の 結果 ギ ャ ッ プ 長は 0．3 μm よ りは る か に 拡大 した と当

業者は 理解す る．

　また ，異議申立人が 実効 ギ ャ ッ プ 長 0．3 μm が 文 言的 に

開示され て い る と称す る 「Seehawer 」
EI

は，第
一

に，そ の

記事の 内容 に 信憑性が な い ．こ の こ とは意 見書 に 添付 し た

当時の 関係者 の 供述書か ら明 らか で あ る．第二 に，こ の 文

献 に は 狭 ギ ャ ッ プ 記 録 と 逆 の 思想 が 明確に 示 さ れ て い る．

　 したが って こ れらの 資料 は 公知例 とは な らな い ，』

　意見書に は 「世界中の 磁気記 録の 文献を調査 した結果」

を も と に した詳細 な 引用 が な さ れ て い た ，さ らに意見書 に

は，H 、　N ．　Bertram 教授，　 J．E ．　Monson 教授，　 R ．　M ．　White

教授，B．　K ．　Middleton 教授，　 R ．　Hasegawa 教授 な ど著名

な研 究 者 の 宣誓供 述書が 添 付 さ れ て い た．ま た， 1992 年

に 開 催 さ れ た 欧州特許庁 の 口 頭審理 で は 発明 者 自身が 理 論

説明 とデ モ 実験を行った，彼 の 魅力的な 説明 は特許関係者

に 大 きな影響を 与え た．
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　 こ の 特許 の もと と な っ た レ ム ケ の 実験 デ
ー

タ およ び 理論

を簡単 に 紹介す る．特許 の 効果を示す デ
ー

タ を特許明 細書

か ら 引用す る 〔Fig．1）
＊ 6，この デ

ー
タ に よ る と，0，3μm の

ギ ャ ッ プ 長 の 記録 ヘ
ッ ドで 信号を記録す る と，2μm の

ヘ
ッ ト で 記録 した 場合に 比較 し，再生出力 は波長 1μm で

6dB ，波長約 066 μm で は 約 11dB 向上 す る．こ の 優れ た

短 波長記録特牲 を 彼 は 磁化 の 垂 直成分 に 着目 して 説明す

る
：t．

　古 くか ら，大 き な ギ ャ ッ プ 長 の 磁 気 ヘ
ッ ド で 信 号を 記 録

した場合，再生信号に 波打 ち現象が 生 じる こ と が 広 く知 ら

れ て い た
了

， こ の 現象 は，ギ ャ ッ プ の 両端 で 信号が 記録 さ

れ，そ れ らの 信号が 干渉効果 を 起 こ す結果 と して 説明 さ れ

て い た．狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ド記録 に お い て も等方媒体 と低電

流記録 を条件 と して 同様の 現象が 実現 す る と発明者 レ ム ケ

は考え た．こ の 場合再生信号 は 以 下の よ う に 求 め る こ とが

で き る
．〜．

eoc （β
〜
＋ 2β sin 　kgt・E〔

ナ 1）
12

（1− exp ｛
・一々

δ〉）

　　　・（際納 ・
・

　　　　　 山

こ こ で ，e は 再生出力，βは 垂直磁化 と面内磁化の 此で あ

り，モ デ ル の 特 長 を 理 解す る典型的 な 値 と し て 1 を 取 る，

k は 波数，g，e，は 記録 ヘ
ッ ド の ギ ャ ッ プ長，δ は 媒体 の 厚

さ ， g は再生 ヘ
ッ ドの ギ ャ ッ プ長 ， そ して d は 磁 気 ヘ

ッ F

と媒体の 間隔を表す．第 1項 が 記 録 ヘ
ッ ド の 両端で 記録さ

れ た 信号間の 干渉効果を 表す．第 2 項以 降 は 良 く知 られ た

厚み 損，ギ ャ ッ プ損，ス ペ ー
ス 損の 項 で ある．

　干渉効果の 項 は，ギ ャ ッ プ 長 の 4 倍 の 波長 の 信号 に 対 し

極大値 を取 る．すな わ ち，例 え ば記 録 ギ ャ ッ プ長 g，。．0、25

μm で 信号を 記 録 す る と 波長 1μm の 信号 が 強調 され て 記

録 さ れ る．こ の 条件 で は，信号磁化 の 水平，垂直の 成分 は

磁 性媒体 の 表面付近 に 互 い に 信号を 強調 す る位相関係記録

され，結 果 的 に Mallinson が 提 案 した one 　sided 　fiuxB．が

実現 さ れ る と 発明 者 は 説明 した ，幾何学的 に は 円 弧状 の 磁

化信号が 記録 され る こ と に 相当す る．

　 こ の モ デ ル の 必 然的結果 と して ，記録性能 は 特微的 な

ギ ャ ッ プ 長依存性 を もっ ．レ ム ケ に よ れ ば Fig．2 に 示 され

る記録効率の ギ ャ ッ プ 長依存性 と Fig，1 の 優れ た短波長

記録性能 が こ の 式 よ り理 論的に 説明 され る と い う．

　彼の 説 明 は 実験結果，理 論，そ の 応 用 が わ か りや す い 形

で 示 さ れ て い る た め，多 くの 人 に 強 い 印象を与 え た ．

4．反 論 の 基 本 方 針

　特 許 権 者 の 主 張 に よ れ は，こ の 特許 の 技 術 内容 は 「狭

ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ドを利 用 し信号 を媒体の 表層 に 記録す る こ と

に よ っ て 高密度記録 を実現す る 記録方法』 と 要約 さ れ る で

＊6
こ の デ

ー
タ は 発 明者 の 1979年 の 論 文 の デ

ー
タ と お お む

　 ね 同
一

で あ る．
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あろ う．発明者 は 狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ドが こ れを実現す る た め

の 必 要 十分条件 と考 え た よ う で あ る．

　特許権者の 技術的説明 は ， 特許的な観点か ら は，明細書

の 開示を超 え，認 め が た い もの と我 々 は考え る．技術的 に

み て も，そ の 内容 は 特許出願 の は るか以 前，1960 〜70 年

代 に す で に 我 が 国 の 研究 に よ り 明 ら か に さ れ て い た．狭

ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ド記録 に よ る 記録信号の 強調 （Fig．1 参照）

は，少 な く と も定性的 に は ，公知 の 記録減磁 と同
一

で あ る．

One 　sided 　fluxの 衷 現 す る内容，す な わ ち 短 波長記録信号

が 媒体表面 に 円弧状に記録さ れ る事実は，東北大学岩崎研

究室 に よ り記録磁界 と信号磁化の 作 る反磁界 の ベ ク トル 的

性質 に よ り説明 さ れ て い た，また ，媒体表面付近 の み に 信

号を 記録 し記録密度を 向上 さ せ る と い う設計思想 は 中jlL

横山，村松 らの NHK 技術研究所の 研究 に 明確 な形 で 見 ら

れ る
9 剛 ’．発明者の 技術思 想の す べ て の 構成要素は，我が

国の 研 究成果 に 照 合 して い た．

　我 々 の 目か ら見 る と，発明者の 技術的説明が 科学的常識

と異 な る た め直接的公知資料 が 存在 しな か っ た こ と が 問題

を 複雑 に した に 過 ぎ なか っ た．さ らに，特許権者 は も と よ

り彼 らを 支援 した 米国 の 学者 た ちが 我 が 国の 研究状況 お よ

び VTR の 記 録技術 に 無知 で あ っ た こ と もこ の 事件 を複雑

に し た、こ の よ う な 見方 で 先方の 意見書 を 読 み 直す と，当

初緻密 に 見 え て い た 論証 に は ，誤 っ た理 論 を正 統化 す る た

め の ト リ ッ キーな 説明 お よ び 都合 の 良 い か っ 断片的 な 公知

資料の 引用 が 存在す る こ とが 明 らか に な っ た．

　特許権者 の 主張 が 技術的誤解 に 基 づ い て い る こ と が 明 ら

か に な っ た の で，技術的 に 真 っ 当な反論を行 うこ とを基本

方針 と した．第 1 に 本件 理 解 の 基礎 と して ．1960 〜70 年

代の 我 が国の 研究成果 お よ び技術的状況 を関係者 に 伝え、

第 2 に ，特許権者の 提示 す るす べ て の 争点 に 関 し科学的常

識 に 基 づ い て 丁寧 に 反論す る こ と と した ．科学的 に 誤 っ た

発明者 の 理 論 の 矛盾点 は，議論 の 過程 で 自ず と明 らか に な

る と考 え た．さ ら に，技術的 な背景 が 明確 に な る こ とに よ

り，有効性を失 っ た と み な され た 多 くの 公知例の 本来の 意

味 が明確 に な る こ と を期待 した．

　 こ の 方針 を実行す る た め，公知資料 の 調査 の み な らず，

記 録 過 程，磁 気 ヘ
ッ ド加 工 技 術，磁 気 ヘ

ッ ドの 飽 和 な ど の

磁気記 録 の 基本的 な テーマ を特許論争に耐 え られ る形に再

構築 した．最 も基本 的な 記録過程 の 理解 は 計算機 シ ミ ュ

レ
ーシ ョ ン を利用す る こ とが 最 も適切 と考 え ，東北大学電

気通 信研究 所中村教授 の ご 協力を い た だ い た．また ， 特許

権者 は実験 デ
ー

タ を利用 した主張 も行 っ た が，こ れ に対 し

て 我 々 も追試 と実験的検証 を行 っ た，

5． レ ム ケモ デ ル の 実験的証明

　特許権者 の 技術的主張 に反論 す る形で 多 くの 技術論争 が

な さ れ た．そ れ は，磁気ヘ
ッ ド加工 法，磁気 ヘ

ッ ドの 飽和，

記 録 媒 体，記 録減 磁 と レ ム ケ 効果な ど多岐 に 渡 る．利用 し
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た 主 な公知資料 を 参考文献 に 挙 げ る
S）
− 351・．

　 こ の 章 で は，技術論争 の
一一

例 と して，レ ム ケ ・モ デ ル の

実験的証明 を め ぐる 攻防に 関 し述べ る．な お，こ の 論争 は

1996 年欧州特許庁 の 口 頭審理 ＊ 7
の 場 で 行われ た，

　発明者の モ デ ル に よ る と，再生 信号 は （1）式の 性質 を も

っ ．（1）式 の 第 1項 は ギ ャ ッ プ 長 の 4 倍 の 波 長 に 極 大 値 を，

4／3倍 の 波長 に極小値 を もっ ．す な わ ち，ギ ャ ッ プ 長の 4／
3 倍 の 波長の 位置 に デ ィ ッ プ が 出現す る． こ の デ ィ ッ プ の

存在が レ ム ケ ・モ デ ル の 特徴で あ る．な お，こ の デ ィ ッ プ

が Fig．1 の デ ィ ッ プ に も相当す る と発明者 は説明す る．

　低い 記録電流と大きな ギ ャ ッ プ長 の ヘ
ッ ドの 組 み合 わ せ

に よ り再生出力 に デ ィ ッ プ が 出る こ と は知 られ て い た
31，7）．

しか し，狭 ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ド記録で デ ィ ッ プ が観測 さ れ た例

は な い．特許権者 は 1996 年 6月開催 され た欧州特許庁 口

頭審理 の 直前 に，狭ギ ャ ッ プ ヘ
ッ ド記録 で デ ィ ッ プ の 存在

を 確 認 す る 興味あ る 実験結果 を提出 した．

　特許権者 の 提出 した デ
ー

タ を Fig．3 （1996 年 4 月 22 日

付け コ ダ ッ ク社意見書 Appendix　F） に示 す．通 常，ア ナ

ロ グ 磁気記 録 の 実験 で は記 録電流 と して 正弦 波 信 号 が 使用

され る．こ れ に 対 し特許権者が 提案 した新 しい 実験方法で

は，Bipolar　Pulse信号 を利用す る．発明者 は ギ ャ ッ プ端 で

記 録す る モ ー
ドが Bipolar　Pulse 駆動で よ り 典型 的に 実現

す る と 考 え た もの と 思 わ れ る．記 録 され た信 ttは 大 きな歪

み をもっ た め，再生信号は 奇数次 の 高調波信号を もつ ．特

許権者 は こ の 信号の 3 次 の 高謌波 に 着 目す る．

　Fig，3L 図 は 通常の 記録条件 に 相当す る と説明 さ れ た

データ で あ る．記録 ヘ
ッ ドギ ャ ッ プ長 は 0．3μm ，記録電流

は 35mA ，記録媒体 は S・VHS 用 テープ，　 Bipolar　Pulse

の 掃引周波数 は 100kHz か ら 230 　kHz で あ っ た （波長 に

換 算す る と 1．91 か ら 0，83 μ m ）．こ の デ
ー

タ の 約 100kHz

か ら 230kHz 間 に 基 本波信 号が 観測 され て い る．第 3 高

調波信号 は 310kHz よ り高 い 周波数領域 （0．64μ m よ り

短 い 波長領域）に 見 ら れ る．な お ，基本波 と 第 3 高調波の

問 は無 信号 の 領域 とな って い る，

　同様の 実験を，よ り低電流 で 行 っ た結果 を Fig．3下図 に

示す，記録電流 は 14mA で あ っ た，基本波信号 は約 100

kHz か ら 180　kHz 間 に 観測 さ れ 〔波長換算 1．9】μm か ら

1．06 μ m ），第 3 高調波 は 約 300kHz か ら 600 　kHz 付近

（0．64μm か ら 0．35μ m ）に 観沮1」され る．こ の 第 3 高調波の

領域，415kHz 付近 〔0．46 μm ）に 明確 な デ ィ ッ プ が 観測さ

れ る．こ の デ ィ ッ プ の 位置 は 4／3 × ギ ャ ッ プ 長 の 予測 に ほ

ぼ一
致す る と い う，一

方，通常 の 記録 モ ー
ドに 対応 す る

データ （Fig．3 上図） に は，確 か に デ ィ ッ プ は観測 さ れて

い な い ．

　 こ れ よ り，レ ム ケ お よ び 特許権者 は，『従来 の 記録 モ ード

＊ 7
欧州 特許 庁の 最 終審理 は 公 開の 論争 の 形 で 行 われ る，そ

　 の 場 で 優 勢 な主張 を行 一・た 側が勝利 す る．い わ ば論 理 の

　 決闘 で あ る．
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Fig．3　Experimental 　evldence 　of 　
“
Lemke

’
s　Mode

”

filed　by　the　patentee、　The 　data　at 　the　top　are 　for

the　ordinary 　 recording 　 mode 　 without 　 a　dip．　 The

data　 below 　 show
“Lemke ｝

s　 mode
”
，　 which 　 has　 a

dip　at 　416kHz ，

と異 な る 「レ ム ケ の 記録 モ ー
ド」 の 存在が 低 い 記録電流条

件下で 実現す る こ と が 証明 さ れ た 』 と 主 張 した．

　 しか し，Bipolar　 Puise で 記録 され た 磁化の 再生信号 の

高調波 に は，全 く異 な る メ カ ＝ ズ ム で デ ィ ッ プが 発生す る

こ と を 我 々 は見 い だ し，反 論 した．

　Bipo｝ar 　Pulse で 記録 さ れ た 記録磁化は記録媒体中に 孤

立 した島状 の 磁化 と して 記録 され る 〔Fig．4（a 〕参照）．こ の

磁化信号は Fig．4（b）に 示 す よ う に Bipolar 矩形波 で 近似

され る．再生信号 の 周 波数特性 は Bipolar矩 形波 の フ
ー

リ

エ 変換か ら求 め られ る
＊ s．結果 を Fig．4〔c）に 示 す，ス ペ ク

トル は 離散値 （波数 で 表現 ：2π ／λ，3 × （2 π／A）
…

）を取 り，そ

の 包絡線 は標本化関 数 F （k）Ct 〔sin 紅 ／2＞1／（kL ／2）で 表 さ れ

る，こ こ で，leは 波数 L は 矩形波 の パ ル ス 幅を 表す．信号

は Bipolar　PuLse の 性質を反映 し奇数次の み表れ る．第 3

高調波の 位置 が標本化関数の ゼ ロ 点 に 重な る条件 で，そ の

振 幅 は ゼ ロ と な る，

＊S
厳密 に は相反定 理 を利用 し再 生信号 7 ラ ッ ク ス を 求 め，

　 そ の 時間微分の フ
ー

リ エ 変暎を 求め る べ き で あ る が，ゼ

　 ロ 点 の 議 論 に 限 る と，こ の 単 純 化 し た計算で 十分 で あ る ．

円本 応 用磁気 学 会誌 　Vol．23，　N 〔〕、1−1，1999
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『

　
一

、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 RecordingHead

〔a） Schematic 　picture　of 　bipolar　pulse　 recording

〔b）　 Simplified　model 　of 　the　 recerded

　　 magnetization

　　　　 2  瓦　　　　　　3零2ガ 瓦　　　　　5寧2肅 　　　　　7
躍2 π〆λ

（c ） Frequency　 spectrum 　or　the　 bipo】ar 　square

　 　 wave

Fig．4 　Fourier 　analysis 　of 　the 　bipolar　 pulse
recording ．　 （a ）shows 　a 　recording 　Process ．　 （b）

shows 　a　schemat 孟c　picture　of 廿｝e　 recorded 　 zones ，
which 　are 　 modeled 　 as 　 a　bipolar　 square 　 wave ．〔c）

shows 　the　frequency　 spectrum 　 obtained 　by

Fourier　 transformation 　of　 the　bipolar　 square

wave ．　 If　 the　 wave 　 number 　of　 the 　 third 　 harmonic

coincides 　 with 　the　null 　 pos 三tion　 2 π／L 　of　 the

envelope ，　 a　 nuH 　 appears 　 in　 the　 third　 harmonic

region 　of 　the 　reproduced 　 signa1 ．

言
三「
ピ

さ
E」
』
量

三

；‘
≡
三
5り
ξ

岩

∈。．
5「
睾q
云

゜1

。．、

o、5

o ．4

゜ ．3

0 ．2
ユ 23056 ワ 89

　 　 　 　 　 D ¢epgap5 已1d σIde ｝’ H：D 「にhcmedia

Fig．5　Relation　 between 　 the　 wavelength 　 of 　the

dip　 in　 the　 third−harmonic 　 region 　 and 　 the　 re−

cording 　field　 normalized 　by　H ，　of 　the　 recording

media ，　 The 　 computer 　 simulation 　 was 　performed
by　 H ．　 Shimizu 　 and 　 M ，　 Miura 　 at　 Tohoku 　 Uni−

verslty ，　 The 　experimental 　data　were 　obtained 　by

K ．Tsuneki 　 of　Sony．　 The 　dip　frequencies　depend

iinearly　on 　the 　recording 　current ．　 Horizontal

hnes　correspond 　to
」ILemke’

s　rnodel
”
，

日 本 応 用磁 気学 会誌 　 Vol，23，　No ．　t・1，1999

3（2 π／λ）L
　 　 　 　 ＝ π
　 2

〔2）

　 　λノ3＝ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　すな わ ち，第 3 高調波 の 波長 が 磁化信号 の 長 さ L に 相

当す る条件 で，再生信号 の 第 3高調波 に ゼ ロ 点が出現 す る

こ とに な る＊9．記録領域の 大きさ は 記録電流に 依存す る の

で，こ の モ デ ル に よ る と，デ ィ ッ プ の 位置 は 記録電 流 に 線

形 に 依存 す る．

　 こ の 予測 は，まず東北大学 の 計算機 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン に

よ っ て 確認 さ れ た．結果 を Fig．5 に 示す．そ の 後，恒木 の

実験 に よ り記録電流 に 線形 に 依存す る デ ィ ッ プ が 確認 さ れ

た．そ の 結果 を Fig，5 に同時に示す．これ に対 し，発明者

の 理 論 に よ れ ば デ ィ ッ プ の 位 置 は ギ ャ ッ プ 長 に よ り決定 さ

れ 記 録電流 に は 依存 しな い ．ギ ャ ッ プ 長 0．3 μm （デ ィ ッ プ

波長＝4／3× 03 ＝o．4 μm ）の 例 を Fig．5 に 同時 に 示 した．

　最終的 に，我 々 の ア イ デ ィ ア は J．C ．　MaHinson 教授に

よ り，解析 的 な形 で ま とめ られ，口 頭 審 理 の 場 で 説 明 さ れ

た，

　我 々 の モ デ ル に よ る と デ ィ ッ プ は 必ず観 測 さ れ る．

デ ィ ッ プ の 観測 さ れ な い Fig．3 上図 を どの よ う に 理 解す

るか．Fig．3 上図 の 記録電流は
．．
ド図 に 比較 し大 き い の で ，

信号磁化 の 幅〔L）は 大 き くな り ， デ ィ ッ プの 位置 は低周波

数側 に シ フ トす る．そ の 結果，特許権者 の ス イ
ー

プ 条件で

は，デ ィ ッ プ の 位置 は 第 3 高調波 の 観 測領域 外 と な り，

デ ィ ッ プ は 観測 され な い こ と に な る．

　な ぜ，発明者が 測定条件を 注意深 く吟味 しなか っ た か 疑

問 の 残 る と こ ろ で あ る
＊ L°．

　 口 頭審 理 の 当 日，Fig．5 を 利用 した 我 々 の 説明 に 対 し，

レ ム ケ は 「ギ ャ ッ プ長 と して は，こ の 場合物理 ギ ャ ッ プ長

を使 うべ き な の で ，デ
ー

タ の 中の 最 も低い 電流 の 状態が レ

ム ケモ ー
ドに 相 当 す る 」 と反 論 した ．恒木 （ソ ニ ー） は そ

の 場で 追加実験 を行 い ，さ らに低 い 電流 まで Fig．5 の 傾向

が 維持 さ れ る こ と を示 した．新 しい 測定点 を図中の 三 角印

の デ
ー

タ で 示す．そ の 結果，ギ ャ ッ プ長 に 拘泥 し た彼の モ

デ ル の 破綻 は誰 の 目に も明 らか に な っ た と我 々 は考え る，

6．我 が 国の 1960 〜70 年 代 の 磁 気 記 録

　前 の 章で は，特許 の 技術論争 の
一

端 を 紹介 した が，こ の

章で は こ の 特許 の 技術史的側面を 述 べ た い ．

　特許権者の 主張を認め る と，こ の 特許 の 技術内容 は 正 に

1960〜70 年代 の 我が 国の 研究成果 を カ バ ーす る も の で あ

る．特 に 東京高等裁判所 の 審理 で は こ の 事実 を 明確 に 理 解

して い た だ く こ とが 重要で あ る と考え た．そ こ で ，我々 は，

東北工 業大学岩 崎学長 の ご協力 をい た だ き，そ れ まで の

籾

基本波 で デ ィ ッ プ の 生 じる 条 件で は，隣合 う信 号磁化 が

　 重な り合 うた め，現実 に は デ ィ ッ プ と な らな い ，
＊ 1）・

恒木 は 特許権 者 の 実 験 よ り よ り低周波 数 まで ス イ ーブ し

　 実験 的 に デ ィ ッ フ

．
を 確認 した ．
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　1偏A，− 9 ｝ Fig ． 6　 Typical 　experimental 　data 　of 　the　recording 　 process： Output 　level 　as　a 　function　of 　the
recQrdingcurrent ．　The 　recording 　gap 　Iength　was 　lμm　for 　the 　data　on 　the　ieft 　and　lOμm　for 　the 　data 　on
the 　

right

， The ｝厂axis 　shows　the　output　signal 　level 　and　the 　X　 axis 　the　recording 　current ，　 The 　 data 　

ow　severaIessential 　characteristics　of　 the 　recording 　PrOcess ；The 　existence 　 of　a　peak　output 　level ，　a　dip 　

　the 　largecurrent 　region　 and 　 the 　recording 　 gap 　 dependence　 of　the　output　 signal 　 for 　each 　 recorded 　 wav
ength． 　Thedata 　were 　

obtairled 　by 　S，　Iwasak呈an

@Y ． 　Suto33 ， 我 々 の主張を 研究 の歴史に沿

て 体系 的に整 理 し ， 意 見 書
として ま とめていた だいた＊a

D レム ケ特許問題 を 技 術史的 観点か ら 理解す る 上 で適

である と考え， 意見 書 に沿

て 当時 の 研究 状況
を述 べる． 　ベ ク ト ル 記

録＊ 12 ：　

58 年 ， メタ ル 粉 テ ー プ の 高 密 度 記 録 への 適
用が 東北 大

の岩崎によ り 提 案 さ れた29 ，そ の 高密度記 録 におけ

優 位 性 を 裏 づけるため ， 東北大学岩 崎 研究 室 で は 196

N から 記録 磁界と記録 磁 化の ベ クト ル 的 挙 動 に 着目 し

気記 録 の 研 究 が 行 わ れ た， こ れ らの 研 究 は 「セ ル フ コ

シ ステン ト磁 化 機構」 と い う
磁化機構の理解

の 新 しい 考え方に 集約

れ た 3i’・32 ． i ． この 研 究は米 国 の研究 に約 10

先行して い た と我 々 は 考 え る
し ，また， 世 界の研 究 者もそ

ように 認 めている ＊ 13 ．そして，こ の 研究が ，比 較的

い記録媒 体に おける 記 録密

の向 lt に 有効 な短波長 記録 を理論的に 裏 づけた ．

@ 上 記 の 新 しい磁化機構 の 特微は ，記録 過程 の理 解 に最も

顕著に 現 れる， 記 録過程に 関 係する，良く知 られ た現 象に

記 録 縅 磁 と呼ばれる現 象があ る ．記録媒 体に 記録 さ れ た 信

号 レ ベ ルは ，普 通記録に 使 用 する磁 界 の大 き さ に伴 って大

き く な る ， し か し， 過 大 な 記録磁 界 で 記 録する と むし ろ信

号レベ ルは 小 さ くなる と いう 現象 が 起き る．この 現
象 は記

録 減 磁 と 呼 ば れる．こ の 影響 を避 け るた め， 記録ヘ ッドの

ギ ャ

ッ プ長は 記 録 波長 に 比較して 小 さ いも のを 利用し， 適

u 岩 崎 学 長
意 見書

は 1997 年 5月 東 京高等 裁 判 所に提出 　さ れた，

＊ 1！技 術的に
詳細 な内容 は 法 橋 ： 応 用 磁

学 会連

載 講座 　 磁 　気記録 講座一3 をご参 照 いた だきたい．

13 東 側 の 世 界の 磁 気記 録の 権 威 者の 一 人 で あ ったH ． V

lz 　教授はこ れらの 日 本 の 研 究を高 く 評価し て いた ，

お ， 　 彼は 1970 年代

世 界で初 め て映豫 信 号を蒸 着 テ ー プ に 　 記録 し た と

こ
とで ある，

切 な 電 流で 記録 す る 必要が ある こ と が 良 く 知 られて

た が16 ． 1 ” ／ ，こ

現象 の科学的 に IE 確 な 理解はこ れらの研 究以 前に

され ていなかった
，

　短波長信 号
の

典 型 的 な 記 録 特 性 は，例えば，

崎，中 村 臥 岩崎， 数ee33 ）　CD 論文データ に 示 さ

て い る （ Fig ． 6 参 照 ） ．ここ に は
，

彼 ら の発見し

，記 録 電流特性 上 の新た な デ ィップが明確 に示 され て

る ．こ の デ ータか ら， 記 録 電 流が 大 きくなると， 長 手

化では 記 録 媒 体 の表面と 奥の

録磁化の位 相 が大 幅に 異 な るよ うにな り ， 結 果的に信号

ｪ相殺され ること が推測され る
．

　 物 理 的に より 正し

ベク ト ル 磁 化 モ デル で は ，磁化 が 記 録 媒 体内 で 閉 磁路 （

転磁化 モ ー ドと 名 づけられた） を作 る方向に進 むこ と

意 味し，あ る 大 き ． さ の 電 流の も とで は 閉 磁路を 作 る

め，記 録 媒体から 外 に
は信 号 を発 生 しな く な る， 上

ディップ はこの状 態 に対応す る ．ま た ， 信号 の

ﾉ 大 点 は回転 磁 化モード が半ば形成され た状 態すなわ ち

~ 弧 状 の残留磁化に 相当 する とし て 理 解 さ れ る ， 　こ

現 象 は ， 記 録磁界と ， 記録媒体 が 磁 化 した

間に発 生 す る 反 磁界を 同 時 に 取 り 扱 う セ ル フコン シス

ント磁化 理 論によ っ て， 初 めて 説明可能とな っ た ．

@ 岩崎 研 究室 の 理 論は ，それ ま で の スタティック な 磁気 記

録理 論を全く 書き替え たも ので

それ以後t す べ ての高密 度 記 録の 現象を取 り 扱 う 基

とな った．また，この研 究 か ら垂直記 録 の研 究 が 生ま

た ， 　工 業 的 価値：東北大 学 の 研究 に 代 表さちる我が

の研 究 の 結果 ，短 波 長 記 録 で は 信号は磁気 媒体
の表面に浅

記 録さ
れた場

合 に最も
再

生 出 力が大 き
く

な る こ と が ，科学 的

裏づけの下で 理解 され

よう なっ た ．岩崎 ，中 村 28 ’ ，岩 崎，数 Ut33 ）の論文データ

最初の
ピ
ーク が そ れ に 対 応 す る （ Fig ， 6参 照） ．
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　 こ の 研究以前 の 磁気記録装置 に おい て ，信号 はバ イ ア ス

記録に よ り媒体内に 深 く記 録す る方式が 広 く使用 さ れ て い

た （特許権者は 恣意的に こ れ を 先行鼓術と設定 した ），ヒ記

の 現象の 発見は，信号を媒体表面付近 に限定 して 記録す る

こ とに よ り，バ イ ア ス 記 録 に 比較 し，飛 躍的 な高密度 記録

が 実現す る こ と を 明 らか に した．

　NHK 技術研究所 の 横山
9’，村松

：1／

らは，媒体表面 に ベ ク

トル 的 に 記録 さ れ た 短波長信号の 電気信号 の 特性 に 関 し多

く の 研究 を 行 った，こ の 研究 は 多 くの 放送用 ア ナ ロ グ

VTR の 設計 に 適用 さ れ ， さ ら に 世界初の 高密度記録 デ ジ

タ ル ＞TR の 開発 に 発展 し た
35 ／．

　 メ タ ル 紛 テープ ： 磁気 テ
ープ記 録装 置 の 技術的進歩 は

使用 され る磁気記録媒体 の 性能向上 に強 く依存 して い た．

す な わ ち統
一 1型 VTR で は 酸化鉄 テ

ープ、　 U マ チ ッ ク で

は 二 酸化 ク ロ ム テ
ー

プ，べ 一
タ マ ッ ク ス ，VHS で は コ パ ル

ト被着酸化鉄，そ して 8mm 　VTR の メ タ ル テ
ープ ，現在

の デ ジ タル VTR で は 蒸着テ
ープ が使用 され て い る． こ れ

らは，時代 とともに 高抗磁力，高飽和磁束密度磁気 テ
ープ

が 開発 さ れ， そ の 上 に 立 っ て 小型化 さ れ た 新 しい VTR が

開発 され て い た こ とを 明確 に 示 して い る．特 に 飛躍的に 小

型化を商業的に 実現 した 8mm 　VTR は，岩崎の 1960年

代 の メ タル 粉 テ
ー

プ の 研 究 成 果 が 商 品 と して 具 現 化 した も

の と 理 解 さ れ る，8mrn 　VTR の 大幅 な 小型化 は メ タ ル 粉

テ
ープ の もつ 優れ た 性能 に よ る もの で ，記録波長 の 短小化

に 応 じて，狭い ギ ャ ッ プ を有 す る 高飽和磁 束密度の 金 属磁

性材料 コ ア を 用 い た記 録 ヘ
ッ ドの 採用 は，こ の テ

ープ の 性

能を引 き出す た め の 必然 の 道具 に しか過 ぎな い，

　 まと め ： 岩崎学長 の 意見書 の
一

部 を 引用す る．

　『先に 述べ た よ うに，磁気記録は現 在まで ，記録密度の 大

き な向上 に もか か わ らず，同
一

の 物理 法則 で 記 述 さ れ て き

た と考 え て い ます．例 え ば，上で 述 べ た 記録減磁 は，記録

条件 を決 め る 物理 量 の 間 の 関係 に 依存 し，そ の 物 理 量 の 関

係の 変化 に よ っ て は，顕著 に 現れ た り，あ ま り顕著 に 現 れ

なか っ た り します が ，
い ず れ に して も， 普遍的な現象で す，

した が っ て，こ の 現象 が，例え ばあ るギ ャ ッ プ 長を境と し

て ，そ の ギ ャ ッ プ 長 を下回 る 範囲 に，不連続的に 出現す る

よ うな こ と は 起 こ りえ ま せ ん．も し，こ の 現象に 関連 し不

連 続 な効 果 が 出現 した とす れ ば，それ は第 2 の 物理 量 （も

し くは さ らに 他 の 物 理 量）を無意識 の う ち に 変化 さ せ た た

め と し か 考え ら れ ま せ ん ．っ ま り，飛躍的に 有用 な 効果が，

何か 不連 続 な現象 の 発見 に 基 づ い て 得 られ る とい っ た主 張

は，科学的常識に反 す る もの と考え ます．

　 レ ム ケ の 1979 年 の 論文 は，発表当時 か ら知 っ て い ま し

た．しか し，私 は，彼 の 論文 は，た ま た ま得 られ た デ
ー

タ

を 誤 った 比 較 に 基 づ き，ギ ャ ッ プ長 と結び付け た一
面的な

解釈 で 磁気記 録 に お け る残留磁化 （ベ ク トル 量）の 本質を

誤 解 し て い る と 感 じ ま し た し，今 で も私 の こ の 理 解 は 変

わ って い ませ ん．』

日 本応 用磁 気学会誌 　Vol．23，　No ．　i−1，1999

　 レ ム ケ は 記録減磁を再発見 し， これを説明す る た め記録

ヘ
ッ ドギ ャ ッ プ 端 に よ る ベ ク トル 記録 の モ デ ル を提唱 し

た．こ れ を も と に
， 信号を媒体の 表面付近 に 記録す る と い

う記録方式を提案 した．こ れ に対 し，我 が 国研究者 は特許

出願 の 10 年以 上前 に ，同
一

の 記録減磁 の 現象 か ら研究を

出発 し，「セ ル フ コ ン シ ス テ ン ト磁化機構 」に 代表 さ れ る 精

密 な ベ ク トル 的磁化機構を提案 した．また，工 業的 に は 媒

体 の 表層 に 記録す る こ と に よ り高密度磁 気記録 を 実現 す る

と い う 高密度磁 気記録装置 の 設計方 法 を確 立 し， レ ム ケ特

許 が 出願さ れ た 時期に ， 世界に 先駆 け デ ジ タ ル VTR を開

発 して い た．

　読者 は こ こ に ，レ ム ケ の ア イ デ ィ ア と対応す る ，よ り精

密 で 実用的な
一

連 の 研究成果を理解され る で あろ う，こ れ

らの 研究 が す べ て 我 が 国 の 研究者の 独 自な 発想 か ら な る こ

と を強調 した い ．さ ら に，そ れ らは単 に 研究内容 が 優 れ て

い た の み な らず，VTR に お け る我 が 国の 工 業的優位性 を

支え る基礎的な 力 とな っ て い た と我 々 は理解す る．

7．特許審理 の 決定 お よ び印象

　最終的に 本件特許 は 日本， 欧州，お よ び米国で 拒絶され

たが，そ の 理 由は 各国 で 異 な っ て い た，簡単 に紹介する．

日本 で は 実効 ギ ャ ッ プ 長 0，30 μm を 開示す る rSeehaw・

er 」 に よ り拒絶 さ れ た ．こ れ に 対 し，欧州特許庁 で は こ の

文献 に は む しろ 反対の 技術 思 想 が 述 べ られ て い る と い う理

由で 採用 され ず，「村松jll｝，「富士公開特許」
341

な ど を理由

に進歩性の 観点 か ら拒絶 さ れ た ．米国特許商標庁の 拒絶理

由に は こ れ ら二 っ の 論拠 が 共に 採用 され た．1
−
Seehawer 」

に 関 して は，当時 の 技術者は 6章で 述 べ た よ う な技術理解

を も っ て い た の で ，彼 ら の 技 術的理解 に 立 て ば，こ の

「Seehawer 」 と 特許 は 同
一

内容 を開示す る とい う決定内容

で あ っ た ．

　最後 に こ の 特 許係争 を 振 り返 る，今回 の 問 題 の 根底 に

は，特許 と科 学 の 間 の ギ ャ ッ プ と と も に，日本 と米 国 の 研

究 ス タ イ ル の 違 い が 存在した．模式的 に 言 え ば，プ ラ グ マ

チ ッ ク な米国 の 思想 と 真理追究型 の 日本 の 研究 の 違 い で あ

り，こ の 違 い が 互 い の 研究の 真の 意味を理 解す る 障害と な

り，本件 に 関 し簡単な結論を 得 る ま で 長 い 時 閤 を要 し た と

い う印象を我 々 は も っ た．

　 しか し，幸 い な こ と に，東北大学 お よ び NHK 技術研究

所 を 中心 と し た我 が国 の 独創性 で 先進 的な 研究 は，文化的

な 壁 を 超 え て ．こ の 特許問題 を勝利 に 導 い た ．今回 の 特許

事件は こ れ らの 研究 の 真の 価値を我 々 に再確認す る機会を

与え て くれた と い うこ と もで きるで あろう，我 々 は，こ れ

らの 優れ た 研究 を も っ て い た こ と を誇 り に 思 う と同時 に，

我が 国 の 伝統が さ らに 大 き く発展 し，我が 国か ら発信さ れ

た 論文が 世界 の 研究 の 新 た な 出発点 に な る こ とを期待す

る，
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　謝 辞 今回の 特許問題 に 関 し，多 くの 皆様 の ご協力を

い た だ き ま した．心 か ら感謝い た します，

　特 に 本報 告 に 関連 し，以 下 の 方 に 感 謝 い た しま す．東北

大学 中村教授に は本件の 初期の 段階か ら計算機 シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン を中心 に 多 くの 技術的な ご指導をい た だ き ま し

た．東北工 業大学 岩崎学長 に は適切 な 意見書 を い た だ き

ま した ．NHK 技術研究所 大島次長 （当時） に は NHK 関

係 の 資料を お 教え い た だ き ま した．技術分析 の
．．・
部 は J．C．

Mallinson 教授， ドイ ツ 国立固体物 理 研究 所 の H ，　Warli ・

mont 所長 と共同で 行 い ま した，　 Fig，5 の 実験 デ
ータは ソ

ニ
ー

恒木主任技師，ン ミ ュ レ
ー

シ ョ ン は東北大学 清水助

手 お よ び 日立製作所 三 浦主任技師 （当時） に よ る もの で

す．ベ ル リ ン 自由大学 H 、Voelz 教授 お よ び Philips中央

研究所 J，J，　Ruigrok 博十 との 技術的討論 は 非常 に 有益 で

した．

　 ま た ，多 くの 有益 な 研究論文 を残 して 下 さ っ た 東 北 大 学

岩崎研究室 お よ び NHK 技術研究所 を 中心 と し た 1960 〜

70 年代 の 研究 を支 え た皆様 に 深 く感謝 い た します，

　最後に，こ の 機会を 与え て
．
ドさ っ た東北大学 杉 田 教授

に 深謝 い た します．
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プ に よ る高密度記録 の 実 現）、
片［．Ll，横山，中川 ： 磁気記録 研究会，　 MR75 ・19，11 （1975 ）．

　 　　 　 　 （1998 年 9 月 28 日受理）

野呂良彦　の ろ　よ しひ こ

昭 16 生，昭 51　北海道 理 学部物理 学 科

｛MC ）卒，（株 〉口立 製 作所に お い て ，磁 気 バ

ブ ル ．高周波磁性材料，磁 気記録，SAW デ

バ イ ス ，光 学 デ バ イ ス な ど を 担 当，現 在 ：

（株 ）日 立 製 作所 マ ル チ メ デ ィ ァ 開発本部 主

管研究 員，現在 に 至 る ．

専門　　磁 f生，　超音波工 学

藤井令吉　ふ じ い 　れ い き ら

昭 48 　京都 大学 理 学部卒，同年 　ソ ；一

株 式 会 社 人 社，以 来 特許 業 務 に 従事，現 在

同社知 的財産 郎 に 勤務，本 事件 を 昭 63 年

来
一

貫 して 担当，現在 に 至 る．

H 本 応用 磁気 学 会誌 　Vul ．23 ，　No ．1−1，1999

N 工工
一Electronic 　 Library 　


