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研究成果の概要（和文）：キャパシタンス式ファラデー法磁化測定装置に二軸のゴニオメーターを導入すること
により、0.1度の角度精度下で極低温の磁化測定を実現することに成功した。この装置を用いて、遍歴イジング
強磁性体URhGeの強磁性量子相転移の磁場温度相図を詳細に調べ、１次転移のウィング構造の可視化に成功し
た。また、スピンアイス化合物Dy2Ti2O7の[111]磁場方向の気相液相転移について、0.1度の精度で磁場を[111]
軸にかけた測定を初めて行った。その結果、十分低温においても転移磁場に本質的な幅があり、磁気モノポール
の結晶化転移の過程で何らかの空間構造が存在する可能性が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Experimental technique for the low-temperature magnetization measurements 
with a fine tuning of the field orientation has been developed. Using this technique, we studied a 
field-induced quantum phase transition of the itinerant Ising ferromagnet URhGe and obtained the 
detailed structure of the wing phase diagram below the tricritical point. We also examined the 
liquid-gas transition of spin ice Dy2Ti2O7 in a magnetic field by precisely tuning the field 
direction along the [111] axis. We confirmed that the first-order transition occurring near 0.9T has
 an intrinsic width of about 0.5T even at very low temperatures. The results suggest the presence of
 some spatial structure in the monopole crystallization transition.

研究分野： 固体物理学

キーワード： 極低温磁化測定　フラストレート系　強相関電子系　磁性
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