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不規則系

スピングラス

空孔
格子間位置

置換位置 合金

アモルファス、液体

不規則系では周期性が壊れる

• 点欠陥

Ø 空孔や不純物

• 置換不規則系

Ø ランダムポテンシャル、合金

• 配置不規則系

Ø アモルファス、液体

• 磁気不規則系

Ø スピングラス、LMD

Blochの定理
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人工的な相互作用

• 長所

• 局所環境効果の考慮

• 力の計算、構造の最適化

• 短所

• 人工的な相互作用が入る

• 配置平均が難しい

• 低（高）濃度の再現が困難

• 計算コストが高い



平均場的取り扱い

AB alloy
𝐺 A

B

A

B B
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…

• リジッドバンド近似

• 仮想結晶近似（VCA）

• 平均t行列近似（ATA）

• コヒーレントポテンシャル近似（CPA）

不規則系の配置平均を平均場媒質で置き換える

<latexit sha1_base64="fPN/LGKFJjzjIj600F1vWnNEKq4=">AAACfnichVFNLwNRFD0dX1VfxYbYiIZIRN0RQSSSJha1VLQI0syMVyadzkxmpk1oxN4fsLAiEREJP8LGH7DoTxBLEhsLd6YjguBO7rzzzrvnvvPeU21Ddz2iWkRqaGxqbom2xtraOzq74t09OdcqO5rIapZhOeuq4gpDN0XW0z1DrNuOUEqqIdbU4oK/vlYRjqtb5qq3b4vtkrJr6gVdUzym8vH+9Hw6T2Ocq5wfOJeOxfLxBCUpiMGfQA5BAmEsWfFLbGEHFjSUUYKACY+xAQUuf5uQQbCZ20aVOYeRHqwLHCLG2jJXCa5QmC3yf5dnmyFr8tzv6QZqjXcxOB1WDmKYHuiKnumerumR3n7tVQ16+F72eVTrWmHnu477Vl7/VZV49LD3qfrTs4cCZgOvOnu3A8Y/hVbXVw5OnlfmloerI3ROT+z/jGp0xycwKy/aRUYsn8J/APn7df8EucmkPJ2UM1OJ1Eb4FFEMYAijfN8zSGERS8jyvke4wA1uJUgj0rg0US+VIqGmF19Cmn0H2M2QCQ==</latexit>

G = G0 +G0TG0 = G0 +G0V G



仮想結晶近似（Virtual Crystal Approximation; VCA）

VCAでは配置平均をポテンシャルの平均で表す

<latexit sha1_base64="U3c8P5nRNVsb3h6LL5AhEI8l5kw=">AAAClXichVHLSsNAFD3Gd31VXSi4EYsiCOVGREUQBMW689mqWClJHDWYJiGZFrT4A36ALlwpiIi/4E4Uf8CFnyAuFdy48CYN+EK9w8w998w9d+7M6K5l+pLooUKprKquqa2rjzU0NjW3xFvbMr5T8AyRNhzL8VZ0zReWaYu0NKUlVlxPaHndEsv6zmSwv1wUnm869pLcdcV6XtuyzU3T0CRTuTil+sZTORrgmUlls7FP0YcPcdbYcKQfy8UTlKTQun8CNQIJRDbnxM+RxQYcGCggDwEbkrEFDT6PNagguMyto8Scx8gM9wX2EWNtgbMEZ2jM7vC6xdFaxNocBzX9UG3wKRZPj5Xd6KV7uqBnuqNLeqS3X2uVwhpBL7vs9bJWuLmWg87F139VefYS2x+qP3uW2MRo2KvJvbshE9zCKOuLe0fPi2MLvaU+OqUn7v+EHuiab2AXX4yzebFwjOAD1O/P/RNkBpPqcFKdH0pMrEZfUYcu9KCf33sEE5jBHNJ87iGucINbpUMZV6aU6XKqUhFp2vHFlNl3HIaX8g==</latexit>

G = G0 +G0V G

= G0 +G0V G0 +G0V G0V G0 + · · ·

<latexit sha1_base64="Zt5tJhdAIb0WK9R9yUYtKgsycgA=">AAADEXicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQusiclJzEvPSVVwV4gpArPUbN3jDbSBGCYTBpNRQJcAslElY5JT8kuKY2K4SDAEWUIBu3KIsVxc8QLKBnoGYKCAyTCEMpQZoCAgX2A5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJkJ3DkMhQDITRDIYMBgwFQLFYhmqgWBGQlQmWT2WoZeAC6i0FqkoFqkgEimYDyXQgLxoqmgfkg8wsButOBtqSA8RFQJ0KDKoGVw1WGnw2OGGw2uClwR+cZlWDzQC5pRJIJ0H0phbE83dJBH8nqCsXSJcwZCB04XVzCUMagwXYrZlAtxeARUC+SIboL6ua/jnYKki1Ws1gkcFroPsXGtw0OAz0QV7Zl+SlgalBsxlAEWCIHtyYjDAjPUMzPcNAE2WHSGhUcDBIMygxaADD25zBgcGDIYAhlCGZUYjRgtGR0YlpMtNOpgNMhyBKmRiheoQZUADTaQAMI8N8</latexit>

hGi = G0 +G0hV iG0 +G0hV G0V iG0 + · · ·
= G0 +G0hV iG0 +G0hV iG0hV iG0 + · · ·

配置平均 + シングルサイト近似

2元合金A!!B!"の場合
<latexit sha1_base64="LD4F2iaQ2c8JjlrkgTg3d4S3RcQ=">AAACoHichVFNSxtRFD2OrdpoNepG6GYwKAUh3AklJoqgduOuRk20Ggkz02ccfPPBzCSgIX/AP9BFVxZESn+GC13aRRf+BHGp4MaFdyYTigvtHea98869577z3jM8aQUh0XWP0vvmbV//wLvU4ND74ZH06FglcBu+KcqmK11/y9ADIS1HlEMrlGLL84VuG1JsGgefo/xmU/iB5Tob4aEndm297lh7lqmHTNXS81WpO3Up1Ipa9TtoQTVrrapvq0vtShfMJNRyl1pup1K1dIayxJHPqxHQCqQxKBYLuVxR1eIUUQZJrLrpM1TxDS5MNGBDwEHIWEJHwN8ONBA85nbRYs5nZMV5gTZSrG1wleAKndkDHuu82klYh9dRzyBWm7yL5N9npYop+ku/6I4u6Tfd0OOLvVpxj8jLIc9GRyu82sjxxPrDf1U2zyH2/6le9RxiD4XYq8XevZiJTmF29M2j73frc2tTrWn6Sbfs/4Su6ZxP4DTvzdOSWPuB6AG6t6y+DCq5rJbPaqVPmcWvyVMM4AMm8ZHvexaLWMEqyrzvCS5whT/KpLKifFFKnVKlJ9GM41ko2082KZ+G</latexit>

hV i = cAVA + cBVB

２つの原子のポテンシャルが、ほぼ同じとき許されると思われる



平均t行列近似（Averaged t-matrix Approximation; ATA）

ATAでは配置平均をシングルサイトt行列の平均で表す

<latexit sha1_base64="fPN/LGKFJjzjIj600F1vWnNEKq4=">AAACfnichVFNLwNRFD0dX1VfxYbYiIZIRN0RQSSSJha1VLQI0syMVyadzkxmpk1oxN4fsLAiEREJP8LGH7DoTxBLEhsLd6YjguBO7rzzzrvnvvPeU21Ddz2iWkRqaGxqbom2xtraOzq74t09OdcqO5rIapZhOeuq4gpDN0XW0z1DrNuOUEqqIdbU4oK/vlYRjqtb5qq3b4vtkrJr6gVdUzym8vH+9Hw6T2Ocq5wfOJeOxfLxBCUpiMGfQA5BAmEsWfFLbGEHFjSUUYKACY+xAQUuf5uQQbCZ20aVOYeRHqwLHCLG2jJXCa5QmC3yf5dnmyFr8tzv6QZqjXcxOB1WDmKYHuiKnumerumR3n7tVQ16+F72eVTrWmHnu477Vl7/VZV49LD3qfrTs4cCZgOvOnu3A8Y/hVbXVw5OnlfmloerI3ROT+z/jGp0xycwKy/aRUYsn8J/APn7df8EucmkPJ2UM1OJ1Eb4FFEMYAijfN8zSGERS8jyvke4wA1uJUgj0rg0US+VIqGmF19Cmn0H2M2QCQ==</latexit>

G = G0 +G0TG0 = G0 +G0V G

配置平均 + シングルサイト近似

<latexit sha1_base64="IIue1GOQkIZOvg/MM30VASvP+JE=">AAADunicjVFLaxRBEK7J+IjjIxtzEbw0LlmEhaUniEpIIOBBj3nsJpF0GGY6vZtmeh7O9CzEZf9A/oAHTwoi4k/w6MU/4CFHj5pjBC8erHmAzC7R1NDT1V/VV19VtxcrmWpKT4wZ89LlK1dnr1nXb9y8NdeYv72dRlnCRY9HKkp2PTcVSoaip6VWYjdOhBt4Sux4/pM8vjMUSSqjsKuPYrEfuINQ9iV3NULOvNFlSvQ1U244UIJ0CUvk4FCzpDi3VmtRlmaBM5Jj7cg2rqcOLRGfheIFkWOm3czxaxXIasmSpFYJ2fW09jlZUxp6QqDN+EGkU8KY1bqo1sXSUJrUtScJ/uQMRSuWZTmNJu3Qwsi0Y1dOEypbjxrvgcEBRMAhgwAEhKDRV+BCit8e2EAhRmwfRogl6MkiLmAMFnIzzBKY4SLq43+Ap70KDfGc10wLNkcVhStBJoFF+pV+oGf0C/1Iv9Pf59YaFTXyXo5w90quiJ254ztbv/7LCnDXcPiX9c+eNfThcdGrxN7jAsmn4CV/+PLV2dby5uKoRd/SU+z/DT2hn3GCcPiTv9sQm68hfwB78rqnne2ljv2wY288aK49r55iFu7CPbiP9/0I1uAZrEMPuPHJ+Gb8ME7NFdMzpemXqTNGxVmAmpn6D0nwCxI=</latexit>
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<latexit sha1_base64="TnK0CTnRYuKhNpk6DJKy1fwJQGg=">AAACrnichVFNSxxBEH1ONNGJxk1yEXIZsiiCsNSImBAICDmoN792NTjLMDP27jb2zgwzvQtmyR/IH8ghpwghSA7+CC/+AQ9e9Bw8KuSSQ2pmB4KKWk13V72qV/2624+VTDXR6YDxaHDo8ZPhEfPp6Niz8dLzF7U06iSBqAaRipIt30uFkqGoaqmV2IoT4bV9JTb93Q9ZfrMrklRG4Ybei0W97TVD2ZCBpxlyS8uOEg3tKC9sKmEtWk4imy3tJP34vbXo0gzPa1UbN6o4b5qmWypThXKzbjt24ZRR2EpU+gkHO4gQoIM2BEJo9hU8pDy2YYMQM1ZHj7GEPZnnBT7DZG6HqwRXeIzu8trkaLtAQ46znmnODvgUxTNhpoVJOqEDuqRj+kW/6e+dvXp5j0zLHu9+nytid/zLxPqfB1lt3jVa/1n3atZo4G2uVbL2OEeyWwR9fvfT18v1d2uTvSnapwvW/51O6YhvEHavgh+rYu0bsg+wbz73bac2W7HnK/bqXHnhY/EVw3iF15jm936DBSxhBVU+9xAnOMO5QUbNqBtuv9QYKDgvcc2M1j9UA6Rs</latexit>

hGi = G0 +G0 hT iG0

2元合金A!!B!"の場合
<latexit sha1_base64="MKhXuXlf9KkHyvq+sEMTyAIeW7E=">AAACqHichVHLShxBFD22eZjJw0ncBNw0DoaQwHB7kMmMEPCxcTk+xjE4puluy7Gw+kF3zYAZ/AF/wIUrA0HEz8jGnatA5hPEpYFsssjtnpaQhcltuurUuffcOlXlRkommmgwYozeu//g4dijwuMnT5+NF5+/WE/CbuyJpheqMN5wnUQoGYimllqJjSgWju8q0XL3FtN8qyfiRIbBmt6PxJbvdAK5Iz1HM2UXF9vKCTpKmNqWZjse4vemZ/fbsW/OH+iPObDl25xcuCUXmCxw2MUSlYmjWjVTYNXIYlCv1yqVumllKaIS8miExVO0sY0QHrrwIRBAM1ZwkPC3CQuEiLkt9JmLGcksL3CAAmu7XCW4wmF2j8cOrzZzNuB12jPJ1B7voviPWWlimr7RGd3QBZ3TFf26s1c/65F62efZHWpFZI8fvlz9+V+Vz7PG7h/VPz1r7KCWeZXsPcqY9BTeUN/7dHSzOrsy3X9Fn+ma/Z/QgL7yCYLeD+/Lslg5RvoAt7ds3g3WK2WrWraWZ0pzH/KnGMMkpvCa7/sd5rCEBpq87xku8R0D443RMFpGXmuM5JoJ/BWG+xuwMqKa</latexit>

htii = cAt
A
i + cBt

B
i

シングルサイトポテンシャルによる電子の散乱は考慮されている



不純物問題（Single impurity）

• 母体結晶のグリーン関数 !𝐺 を下記で定義する

𝐺!:自由空間のグリーン関数

𝑡"#$%: 母体原子のt-matrix

• 母体結晶が一個の不純物で置換された時の散乱を考える。
その時のグリーン関数 (𝐺) は

𝑡&'()*&%+: 不純物のt-matrix

<latexit sha1_base64="3oR87eSaJXcgCLmdWySGGOuqxRU=">AAACtnichVHNShxBEP4cjTFjoqteArksWRRz2KVHQiJCQPBgjq5m/WFnXWYmvbuN80dP78JmmBfwBTx4MhBCyAPkAbz4Ah48eDUEjwZy8WDN7ECikqSa7qr6ur7qr7vt0BWRYuxsSBseeTD6cOyRPv74ycRkYWp6Mwq60uE1J3ADuW1bEXeFz2tKKJdvh5Jbnu3yLXtvJd3f6nEZicB/p/ohb3hW2xct4ViKoGahuvrG7FgqXk1Ml7dU3Sj/mc6rZmxKryi8sCuF6iflHOgEkUpMKdod9WLgGrtx2Uh0XW8WSqzCMiveD4w8KCG3taDwGSbeI4CDLjxw+FAUu7AQ0ajDAENIWAMxYZIike1zJNCJ26UqThUWoXu0timr56hPedozytgOneLSlMQsYpadsi/sip2wr+wHu/5rrzjrkWrpk7cHXB42J/efbvz6L8sjr9D5zfqnZoUWFjOtgrSHGZLewhnwex8OrjaW1mfjOfaRXZL+I3bGjukGfu+n86nK1w+RfoBx97nvB5sLFeNVxai+LC3v5F8xhmd4jnl679dYxlusoUbnfsM5LvBdW9R2Na61B6XaUM6ZwS3TwhtqWaoY</latexit>

G = Ĝ
h
1� Ĝ (timpurity � thost)

i�1

<latexit sha1_base64="CVMWIrerGQVk6kAmjHcZZHgnCP8=">AAAClnichVFNaxNBGH662hpXbdP2UvASGiq9NLwrYkuhUhCJx7Q1bSUbl93tJBm6X+xOAumSP+Af6MGTgoj4GzwJrX/AQ39C8VjBiwff3SwULdV3mJlnnnmfd56ZcSJPJorobEK7cXNy6lbptn7n7r3pmfLs3G4S9mNXNN3QC+N9x06EJwPRVFJ5Yj+Khe07nthzDp9m+3sDEScyDF6oYSTavt0NZEe6tmLKKhtmz1ZpfbRRt8j0REe1jBWGykrN2K/0wkSNzFh2e6r9Kl0xRrquW+Uq1SiPylVgFKCKIhph+QNMHCCEiz58CARQjD3YSLi1YIAQMddGylzMSOb7AiPorO1zluAMm9lDHru8ahVswOusZpKrXT7F4x6zsoIl+kYf6YK+0ic6p1/X1krzGpmXIc/OWCsia+b1ws7P/6p8nhV6l6p/elboYC33Ktl7lDPZLdyxfnB0fLGzvr2UPqB39J39v6Uz+sI3CAY/3PdbYvsNsg8w/n7uq2D3Yc14XDO2HlU3XxZfUcJ9LGKZ33sVm3iOBpp87jE+4wSn2oL2RHum1cep2kShmccfoTV+A0dOm70=</latexit>

Ĝ = G0 [1�G0thost]
�1



コヒーレントポテンシャル近似1
（Coherent Potential Approximation: CPA）

置換型不規則合金の配置平均を記述するような、平均媒質のt行列

（コヒーレントt行列 (�̃�) 、もしくはコヒーレントポテンシャル）を考える

𝑡!

𝑡"

�̃�

• �̃�で表される系はランダムポテンシャルによる散乱は起こらない

• 多重散乱理論に基づいたKKR法は非常にCPAと整合性がよい（KKR-CPA法）



コヒーレントポテンシャル近似2
（Coherent Potential Approximation: CPA）

• �̃�で表される系において、原点がA（B）で置換された不純物系を考える

• それぞれの系の濃度平均をとったものが、 �̃�で表される系に等価であるとする

CPAの処方箋（2元合金A!!B!"の場合）

<latexit sha1_base64="tU7ETfYjYuEPC+SQ600ILQR4Q/c=">AAAClXichVHLShxBFD12jDGdqGNcGMhGMhjcONwWiSIIQiS6i4+MGmbGobunZiys6W66awa0mR/IBySLrBKQEPwFd6L4Ay78hJClgWyyyO2ehqCi3qKqTp2659apKidQMtJEFz3Gg96HfY/6H5tPng4MDuWGn21Efit0RdH1lR9uOXYklPREUUutxFYQCrvpKLHp7L5J9jfbIoyk773Xe4GoNO2GJ+vStTVT1RyVtVQ1ES915peqVFairkvWZAK7vO6UQ9nY0ZXteNLqmKZZzeWpQGmM3QRWBvLIYsXPfUcZNfhw0UITAh40YwUbEbcSLBAC5iqImQsZyXRfoAOTtS3OEpxhM7vLY4NXpYz1eJ3UjFK1y6co7iErxzBO5/SDLumMDukn/b21VpzWSLzs8ex0tSKoDn18vv7nXlWTZ42d/6o7PWvUMZt6lew9SJnkFm5X397/fLk+tzYev6Jv9Iv9f6ULOuYbeO3f7sGqWPuC5AOs6899E2xMFazXBWt1Or/wIfuKfrzAS0zwe89gActYQZHP/YQjnODUGDXmjUXjbTfV6Mk0I7gSxrt/rFibfg==</latexit>

G̃ = G0

⇥
1�G0t̃

⇤�1
<latexit sha1_base64="yEKsyRGurdDRT8WxxPEZ3cR2IzM=">AAAC1HichVE7T+NAEJ6YcICBSw4aJJqICBQKojVCdyckJB5FKHklgOIQ2WaTrFg/ZG8igXGFaChoKahAQuh0P4OGP0DBT0CUIFFAwdgxOnHcY1a78+03883O7uoOZ54g5DYhdSQ7P3V198i9ff2fU+kvAyXPbroGLRo2t90NXfMoZxYtCiY43XBcqpk6p+v6zkIYX29R12O2tSZ2HVoxtbrFaszQBFLVtF3Y8lXXzMypnNZEbl51Wb0hxoMZVTC+Tf1CEAXKysR7Iieqf9S9pYkgZtqusuVPKIEsy9V0luRJZJmPQIlBFmJbstOXoMI22GBAE0ygYIFAzEEDD0cZFCDgIFcBHzkXEYviFAKQUdvELIoZGrI7uNZxV45ZC/dhTS9SG3gKx+miMgOj5Ib8IA/kmvwkd+Tlr7X8qEbYyy56va2lTjV1NLT69F+ViV5A45fqnz0LqMH3qFeGvTsRE97CaOtbeycPq9Mro/4YOSf32P8ZuSVXeAOr9WhcLNOVUwg/QPn9uT+C0mRe+ZpXlqeys5vxV3TDMIxADt/7G8zCIixBEc+9gedEMtEplaR96UA6bKdKiVgzCO9MOn4Fim6zvg==</latexit>
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cAG
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B = G̃

𝑐" × + 𝑐# × =

CPAは最も精度の高いシングルサイト近似

← セルフコンシステント計算が必要



KKR-CPA法のフローチャート：AB合金の場合

単一ポテンシャルの問題
シュレディンガー方程式の正則解

𝐽!, 𝐽"

シングルサイトt行列

𝑡!, 𝑡"

入力マフィンティンポテンシャル

𝑉!, 𝑉"

多重散乱の

グリーン関数
'𝐺#! , '𝐺#"

シングルサイトの

グリーン関数

𝐺$
!, 𝐺$

"

CPA iteration
�̃�, '𝐺

電子密度

𝜌!, 𝜌"

DFT iteration

出力マフィンティンポテンシャル

𝑉!, 𝑉"



• 仮想結晶

– エネルギー準位が近接

– よくにた原子の合金

• 希薄極限

– 低濃度の極限

• Split band

– エネルギー差が大きい

– かけ離れた原子の合金

簡単なまとめ：VCA、ATA、CPAの適用範囲

仮想結晶近似（VCA）：仮想結晶領域でのみよい

平均t行列近似（ATA）：仮想結晶領域と低濃度領域でよい

コヒーレントポテンシャル近似（CPA）：あらゆる濃度とエネルギー差でよい

現実物質は複雑な電子状態を有しているので注意が必要



CPA、VCA、スーパーセル法の比較
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• CPAは実験傾向を非常によく再現する

• FeとMnは周期表の隣同士であるが、VCAの場合Mnが増加するとおかしくなる

• スーパーセル法は原子配置によって結果が異なる



大規模スーパーセル計算とCPAの比較

• 遮蔽KKRグリーン関数法

• 全電子・フルポテンシャル

• オーダーN (N 2) モード

• 大規模の構造・配置・スピン不規則系

• スピン軌道相互作用・ノンコリニア磁性

• 磁気的相互作用（Jij、Dij）

• MPI並列（原子、エネルギー、スピン）

• OpenMP並列

[1] R. Zeller, J. Phys.: Condens. Matter 20 294215 (2008). 

[2] A. Thiess et al., Phys. Rev. B 85 235103 (2012). 

[3] T.F. et al., Phys. Rev B 90 144417 (2014).

[4] T.F. et al., J. Phys. Soc. Jan., 86 114704 (2017).

(Forschungszentrum Jülich)

Cr343Fe343Co343Ni343

(totally 1,372 atoms)

高エントロピー合金CrFeCoNi
の構造モデル
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高エントロピー合金CrFeCoNiの磁気的相互作用（Jij）
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CPAとKKRnanoの配置平均をとった値は一致する（Cr-Crだけ少しずれる）



3d遷移金属の磁性

• 遷移金属は、基本的に常圧で常磁性体（Paramagnetism）である。

• その中で、3d遷移金属Cr、Mn、Fe、Co、Niは例外的に興味深い磁性を持つ。

• Crは反強磁性的（311K以下）であり、スピン密度波を誘起する。

• Mnは温度領域によって様々な複雑な構造をもち、反強磁性もしくは常磁性になる。

• Fe（1043K）、Co（1388K）、Ni（623K）は単体で強磁性（Ferromagnetism）を示す。

遷移金属

Wikipediaより抜粋



仮想束縛状態（Virtual bound state）

球対称ポテンシャルにおける、動径方向のシュレディンガー方程式

• 電子が隣の原子へ移って行くまでには、長時間

もとの原子に留まっている （仮想束縛状態）。

• 3d軌道は強い局在性を有しながらも結晶場や

軌道混成等、周辺の環境から影響を受ける。

参考）、磁性、磁性補遺（金森順次郎著）、遷移金属のバンド理論（小口多美夫著）

ATOM 1 ATOM 2

centrifugal potential

virtual bound level

distance from nucleus

potential

effective potential
core level

r
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�
Rnl (r) = 0

• 軌道量子数が大きくなると遠心力ポテンシャル

のため、境界のポテンシャルが高くなる。

• 3d遷移金属は仮想束縛状態にあると考えられる。



BCC-Feの状態密度（DOS）と磁性
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交換分裂によるエネルギーの利得結合状態

反結合状態

• DOSの低エネルギー側と高エネルギー側に、ピークが存在する。

• それぞれのピークは結合状態と反結合状態に対応し、擬ギャップが生じる。

• 非磁性状態では、フェルミ準位上で反結合状態が鋭いピークを持ち、エネルギー的

に不安定になるため、交換分裂によってスピン分極を起こす。

• これは、ストーナー条件（𝐼𝐷, ≥ 1）と呼ばれる。

• 𝐼（ストーナー交換定数）は波動関数の局在性に依存する。



Co、Ni、Pd、Wの状態密度（非磁性状態）
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強磁性Fe中の3d、4d、5d遷移金属不純物の磁性

H. Akai et al., Prog. Theor. Phys. Suppl. 101 11 (1990).
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4d遷移金属3d遷移金属 5d遷移金属

• Early transition metal (V、Cr等)は、Feの磁気モーメントと反平行（負値）にとなり、

Late transition metal (Co、Ni等）の場合は、平行（正値）になる。

• Mnは正値、負値の解がほぼ縮退しており、計算条件に敏感である。

• 4d、5d遷移金属でも同じ傾向が得られる。

母体Feの磁気モーメントを正値と仮定した場合



電子状態（状態密度）のポンチ絵

H. Akai et al., Prog. Theor. Phys. Suppl. 101 11 (1990).

Fe V

Ni

<

<

不純物の磁気モーメントの方向は、3d準位の相対位置と軌道混成により決まる



BCC-Fe中における3d遷移金属不純物の電子状態
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不規則系合金の電子状態と磁性

Ni Fe

強磁性Ni（FCC構造）にFeをドーピングした時の電子状態と磁性を考える



Blochスペクトラル関数（バンド構造）

Ni
Majority

Ni
Minority

Fe0.7Ni0.3
Majority

Fe0.7Ni0.3
Minority

不純物散乱の影響が大

不純物散乱の影響が小



FCC-Ni1-xFex合金の電子状態：濃度x依存性
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スレーター・ポーリング曲線（Slater-Pauling curve）

H. Akai, Hyperfine Interactions 68 3 (1991)
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3d遷移金属合金における1原子当たりの磁気モーメントを，1原子当たりの平均電子数

に対してプロットした曲線

• FeCoやFeNiが大きな磁気モーメントを持つ。

• リジットバンド的にSP曲線を理解できる部分もあるが、複雑な分岐を有する。

• KKR-CPA法は実験結果を、非常に良く再現する。



第一原理計算からキュリー温度を見積もる

原理的には、強磁性状態（Ferro）と常磁性状態（Para）の全エネルギーを

比較すればよさそう

• 非磁性状態を参照系として使う人が多いが、それは正しくない

• 常磁性状態は局在モーメントを保ちつつ動的に揺らいでいる状態であり、

第一原理的に計算するのは困難
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�E = EPara � EFerro

強磁性 常磁性



Local moment disorder (LMD)

シングルサイト近似と静的近似を適用することで、常磁性状態を正負の磁気

モーメントを持つ原子がランダムに分布している系に置き換える（LMD）

• LMD状態では、スピンによる散乱の効果が取り入れられている

• LMD状態はCPAを用いることにより記述が可能
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�E = ELMD � EFerro

常磁性 LMD
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平均場近似によるFeのキュリー温度（TC）の見積もり

-30

-20

-10

 0

 10

 20

 30

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2

D
en

si
ty

 o
f s

ta
te

s (
1/

R
y)

Energy relative to Fermi energy (Ry)

Ferro LMD

𝐸%&''( = −2522.81762151 Ry 𝐸)*+ = −2522.80560105 Ry

平均場近似

実験値

<latexit sha1_base64="tAXSJYPPVPzRW0o7eqtiUmTjrg0=">AAACv3ichVHLahRBFD1pjcaJMaPZCNk0GSLJwqF61BgCQkw0CCrkNUk0HYbutmZSTL9SXTMwafoH8gMuXClICP6EkI0/4CI/IEgWCURw48LbDxAN6i2q6txz77l1q8oOXREpxo76tAsX+y9dHrhSGrw6dG24fP3GWhR0pMPrTuAGcsO2Iu4Kn9eVUC7fCCW3PNvl63Z7Po2vd7mMROCvql7Itzyr5YumcCxFVKP8crURm9LT55MHZlNaTlxL4jvtnJtLEtPlTTXxOPefPX+U3C7wApcySEwpWttq0oyEx3d0ozZ1z9Sz8NOkVGqUK6zKMtPPA6MAFRS2GJT3YeIVAjjowAOHD0XYhYWIxiYMMITEbSEmThISWZwjQYm0HcrilGER26a1Rd5mwfrkpzWjTO3QKS5NSUod4+wzO2Bn7BP7wL6yH3+tFWc10l56tNu5loeN4b2bK9//q/JoV9j+pfpnzwpNTGe9Cuo9zJj0Fk6u7+6+PluZWR6Pb7F37Jj6f8uO2CHdwO9+c94v8eU3SD/A+PO5z4O1WtWYqhpLdyuzL4qvGMAoxjBB730fs3iCRdTp3I/4ghOcag+1luZrYZ6q9RWaEfxmWu8ncfur2g==</latexit>

TC =
2

3kB
(ELMD � EFerro) ' 1265 K

<latexit sha1_base64="E2+fK5m4cfqIxpgKm9C5vBXMvkw=">AAACfXichVHLSsNAFD2N7/qquhHcBEvFhZQbFSuCILgR3PiqD6yUJE41mBdJWqilfoA/4MKVooiI/oQbf8CFnyAuFdwIepsGREW9ITPnnrnnzpkZzTUNPyB6iEkNjU3NLa1t8faOzq7uRE/vqu8UPV1kdcd0vHVN9YVp2CIbGIEp1l1PqJZmijVtb7a2vlYSnm849kpQdsWWpe7YRsHQ1YCpfKJ/JV/JeZY8W52WFRofy8lhOl/NJ5KUpjDkn0CJQBJRLDiJC+SwDQc6irAgYCNgbEKFz98mFBBc5rZQYc5jZITrAlXEWVvkKsEVKrN7PO5wthmxNue1nn6o1nkXk3+PlTJSdE+X9Ex3dEWP9PZrr0rYo+alzLNW1wo3333Yv/z6r8riOcDup+pPzwEKmAy9GuzdDZnaKfS6vrR/9Lw8tZSqDNEpPbH/E3qgWz6BXXrRzxfF0jHi/ADK9+v+CVZH08pEWlkcT85sRE/RigEMYpjvO4MZzGEBWd73AGe4xk3sXUpJI1K6XirFIk0fvoSU+QBdo5I8</latexit>

TC = 1043 K



1. 第一原理計算による電子状態の解明
(by KKR-CPA法)

2. 相互作用パラメーターの算出
Ø 磁気的相互作用, Jij , Dij
Ø 原子対相互作用, Vij

3. 統計力学的方法に有限温度物性の定量的評価
Ø キュリー温度、磁気エントロピー、保磁力
Ø 結晶成長シミュレーション

K. Sato et al., Rev. Mod. Phys., 82 1633, (2010) 
モンテカルロ

平均場近似

DFT

多階層連結シミュレーション（Scale-bridging method）

T. Dietl et al., Rev. Mod. Phys., 87 1311, (2015) 



K. Sato, et al., Rev. Mod. Phys., 82 1633 (2010).

希薄強磁性半導体における強磁性転移温度の見積もり

希薄強磁性半導体：半導体中に磁性不純物を添加した物質

Exp: 実験値、 MCS: 理論値



コンピュテーショナル・マテリアルズ・デザイン
（Computational Materials Design: CMD®） ワークショップ

第一原理計算コース

マテリアルズ・インフォマティクスコース

スーパーコンピュータコース

スピントロニクスコース

大阪大学の研究者とその連携者で作成・運営されている最先端の科学計算プログラムに
関する講義と実習に加え、理論・実験の最先端研究の講義を5日間の合宿形式で受講

✧RSPACE（神戸大・小野）

✧ecalj（鳥取大・小谷）

✧Salmon（筑波大・矢花）

✧AkaiKKR（東大・赤井）

✧STATE-Senri（阪大・森川）

✧ABCAP（東京理科大・浜田）

✧HiLAPW（阪大・小口）

✧NANIWA-Series（阪大・笠井）

✧ES-OPT（兵庫県立大・草部）

✧CrySPY（長岡技科大・山下） ✧LIDG（兵庫県立大・藤井）

スパコンを用いた第一原理計算コードの実習

磁性の基礎とその応用分野の講義 + 第一原理計算コードの実習

Quantum
Simulations

Find
Mechanisms

Guess
New

Systems



MateriApps LIVE! とは？
• 仮想マシン上で直接ブートできる Live Linux


• Windows、Mac などで利用可

• インストール作業なしで物質科学アプリを実行できる


• バージョン3.2公開 (2020年10月)


• MateriAppsで紹介している公開アプリ・ツールを収録


• abinit, AkaiKKR, ALAMODE, ALPS, CONQUEST,  
Feram, DCore, DSQSS, HΦ, LAMMPS, mVMC,                                                          
OCTA, OpenMX, Quantum ESPRESSO, SMASH,  
TeNeS, xTAPP 等


• OVITO, ParaView, Tapioca, VESTA, VMD, XCrysDen…

• CASINO, GAMESS, VMDは自動インストーラーあり


• MateriApps LIVE! サイトからダウンロード可能


• 2013年7月以来、約9500コピーを配布

MateriApps, 2013-2020. All rights reserved. X



計算物質科学界におけるデータリポジトリ

世界的なスタンダード
API機能により、ユーザーは容易に材料データ
をリポジトリからダウンロードでき、機械学習や
スクリーニングを実施可能

一般的な情報科学の国際会議においても
これらのデータリポジトリは標準的に利活用

データ科学者が物質科学に参入しやすい

日本には上記のようなリポジトリが存在しない、どのように進めるべきか？

• 海外と差別化を図り、材料開発にとって利用価値が高いリポジトリを構築

• 「富岳」等の大型計算機による、高品質なマテリアルデータの創出

www.aflowlib.org

www.oqmd.org

www.nomad-coe.eu

www.materialsproject.org



現状の計算物性データベースの特徴

www.aflowlib.org

www.oqmd.org

www.nomad-coe.eu

www.materialsproject.org

現在、第一原理計算によって構成された物性データベースは多数存在する

が、電子状態や安定性に関するデータのみに焦点が当てられている

• 非化学量論組成を有する物質群（不規則系）の磁気特性や伝導特性を対象とし

た、大規模物性データベースは世界に存在しない



• 材料パラメータ並列

• 全電子計算（擬ポテンシャルなし）

• CPAによる不規則性の取り扱い

• 磁化、キュリー温度、磁気異方性

• 電気抵抗率、ゼーベック係数

• 有限温度の磁性・伝導特性

• 磁気エントロピー

• 安定な自動網羅計算

• …

主相の設計
磁性材料データベース構築のための基盤的シミュレーションコード：
AkaiKKR

常行真司，次世代計算基盤検討部会 (第3回) 配布資料4 

• 大規模計算機を用いた高速、高精度の計算による広範囲の材料空間の探索

• 利用価値が高くユニークな材料物性データベースの構築

AkaiKKRの特徴と計算可能な物理量



スーパーコンピュータ「富岳」

4期連続4冠 成果創出加速プログラム（物質・材料系）

1. 量子物質の創発と機能のための基礎科学 ―「富岳」と最先

端実験の密連携による革新的強相関電子科学

2. 次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計

算・データ材料科学研究

3. 省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論

マルチシミュレーション

4. 大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発

5. 環境適合型機能性化学品

6. データ駆動型高分子材料研究を変革するデータ基盤創出

7. 「富岳」を活用した革新的光エネルギー変換材料の実現

• 「富岳」は、2021年11月に4部門で4期連続の世界1位を獲得

• 基礎科学、気象、防災、医療等の幅広い分野で用いられているが、産業分野において

も画期的な成果を期待されている（成果創出加速プログラム（物質・材料系））

• 「大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発」では、基盤的シミュレー

ション手法の開発、そして不規則系磁性材料を対象とした大規模物性データベースの

構築を通じ、高性能磁性材料の開発を目指している



自動ハイスループット材料計算のワークフロー

Structures
Pre-

processing
Exhaustive 
DFT cal.

Quality
control

Data
storage

and
sharing

Pass

Fail

自動ハイスループット計算の基準・要請

ü 対象物質群に対する物理的・化学的特性、また電子状態の知見

ü 使用している電子状態計算手法・プログラムパッケージに対する知見
(適切な数値パラメーターの選択、収束計算の制御)

上記を満たさないハイスループット計算は意味のないデータベースを構築する



例）KKRグリーン関数法でのエネルギー積分路の決定

• KKR法では複素平面に解析接続して、グリーン関数のエネルギー積分を行う

• 積分範囲は自分で決める必要がある

• 浅いcore状態はvalenceとして計算しないと、正しい電子状態、磁性、伝導特性

を得ることはできない（経験がいる）。



AkaiKKRを用いた自動ハイスループット材料計算ツール

• 全エネルギー
• 形成エンタルピー
• 弾性定数

• 磁気モーメント、磁化
• 磁気的交換相互作用
• （反）強磁性転移温度
• 結晶磁気異方性

• 電気伝導率
• ゼーベック係数
• ネルンスト係数

KKRグリーン関数法 大型計算機

構造データベース 量子シミュレーション（第一原理計算）

伝導特性磁気特性構造特性

• 全電子KKRグリーン関数法に基づいた高速・高精度の自動計算（AkaiKKR）

• 構造・配置・スピン不規則系に対して適用可能（汎用の計算手法では困難）

• 転移温度や伝導率を高速で計算可能（汎用の計算手法では困難）



AkaiKKRによる不規則系磁性材料のデータベース構築

ü 4元高エントロピー合金
（HEA）

材料探索空間

ü BCC & FCC構造

ü 磁気モーメント、磁化

対象となる物理量

ü 強磁性転移温度

ü 残留抵抗

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi

Al Si3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15

FCC BCC
BCC + FCC =  147,630個

38元素の中から4元素を組み合わせる

(e.g, MnFePdW, AlSiCrMn, CrFeCoNi）

「富岳」を用いて自動網羅計算を実行する

福島（物性研） 、赤井（物性研） 、知京（NIMS）、木野（NIMS）

大規模物性データの解析

T.F. et al., Phys. Rev. Mater. 6 023802 (2022)  



Ø 2元合金 (AxBy): x > 50% and y < 10%

• 従来の合金

例) 鋼 (FexCy): x > 90% and y < 2.5% 

• 高エントロピー合金（HEA）

Ø 等元素料を含む4元以上の合金

AαBβCγDδ…Eε: α=β=γ=δ= …=ε

D. B. Miracle et al., Entropy, 16 (2014) 494

例) CrFeCoNi, CrFeMnCoNi, CrFeCoNiPd

J.W. Yeh et al., Adv. Eng. Mater. 6 (2004) 299. 

高硬度、耐摩耗性、耐酸化性、耐腐食性等の優

れた機械的性質に加え磁性材料としても興味

深い性質を有する

高エントロピー合金

FCC固溶体
CrFeCoNi

BCC固溶体
AlCrFeCoNiCu



4元高エントロピー合金の材料物性データベース

147,630個のうち99%以上の系を自動的に計算することに成功

富岳を用いた2,000ノード並列計算により一週間もかからず計算可能

…
…

磁気モーメント,強磁性転移温度,残留抵抗, 全エネルギー



磁化とキュリー温度に関するスクリーニング

(a) BCC (b) FCC

MnFeCoY

MnFeNiY

MnFeXY

FeCoXY

FeCoNiY

MnFeXY

MnFeNiY

MnFeCoY

FeCoNiY

FeCoXY

高磁化と高キュリー温度を目指す場合は、FeCoXY系、FeCoNiY系、MnFeCoY系が

候補として残る



頻出パターンマイニング

データベース中に高頻度に現れる
パターンを全て見つける問題

応用例

• 売り上げデータの分析
（おむつとビールは近くに並べる）

• 項目の自動分類
（実験結果や遺伝子情報解析）

• 画像認識
（ネコとネコでない画像を分ける特徴）

• Webページのトピック分類
（リンクやキーワードでトピック分類）

トランザクションデータベース

トランザクション

アイテム

頻出パターン



頻出パターンマイニングによる区画特徴特定 (1)

(a) BCC

MnFeCoY

MnFeNiY

MnFeXY

FeCoXY

FeCoNiY

10*10のセルに区切ってデジタイズする
（磁性体のみ）

A3、A4、C2、D3はアイテム数が多い

4元高エントロピー合金（BCC）の
2次元マップ（M vs. TC）



頻出パターンマイニングによる区画特徴特定 (2)

10*10のセルに区切ってデジタイズする
トランザクションデータベースを作成

A. 物質構成元素

各トランザクションのアイテム

• element (elm) 1, elm2, elm3, elm4

C. 各構成元素の局所磁化の向き

• |m1| > |m2| > |m3| > |m4|に並び替え

• 閾値mthを定義し|m1|からの相対磁化で
強磁性・反強磁性を階層的に定義する

例1） |m1| > |m2| > |m3| > mth > |m4|で、
m2 < 0、m3 > 0 の場合
FA、FAF、FAFN

B. セルのID
• A2、B4、C10等

例2） |m1| > |m2| > mth > |m3| > |m4|で、
m2 < 0 の場合
FA、FAN

例） トランザクションCrRuHgBiのアイテム
Cr, Ru, Hg, Bi, D4, FA, FAN

構築されトランザクションデータベースから
頻出パターンマイニング（飽和集合）を行う

LCM (Linear time Closed itemset Miner)、 http://research.nii.ac.jp/~uno/codes.htm
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頻出パターンマイニングによる区画特徴特定 (3)

Magnetization (M) Magnetization (M)

元素特徴量 スピン配列特徴量

C
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 (T

C
)
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 te
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 (T

C
)

• 高磁化にはMnが必要、FeとCoは高キュリー温度に貢献する

• V、CrはMn、Fe、Coと反強磁性的にカップリングし高磁化は望めない



磁化、強磁性転移温度、残留抵抗に関するスクリーニング

MnFeCoX系が高性能軟磁性材料
の候補物質として抽出

(a) BCC (b) FCC



4元HEAにおける電気抵抗率の回帰

説明変数X として、各原子における周期表の特徴量と基礎物理量を用いる

（これらの最小値、最大値、平均、標準偏差（合計40個）を利用）

BCC phase

FCC phase

Regression method Features R*+,*-

Linear regression + CV X 0.754

Linear regression + CV X, X2 0.815

Linear regression + CV X, X2, X3 0.840

Random forest + CV X 0.964

k-nearest neighbor method + CV X 0.941

BCC

Regression method Features R*+,*-

Linear regression + CV X 0.766

Linear regression + CV X, X2 0.843

Linear regression + CV X, X2, X3 0.868

Random forest + CV X 0.959

k-nearest neighbor method + CV X 0.939

FCC

k-NN method

k-NN method



重要な説明変数の評価

Permutation importance
（説明変数のランダム化）

R!"#!$
n Explanatory variables

0.5845 1 ['group_std']
0.773 2 ['group_std', 'group_mean']

0.826 3
['group_std', 'group_mean', 
'melting_point_mean']

0.898 4
['group_std', 'group_mean', 
'melting_point_mean', 'melting_point_max']

0.914 5
['group_std', 'group_mean', 'group_max', 
'melting_point_mean', 'melting_point_max']

0.918 6
['group_std', 'group_mean', 'group_min', 
'melting_point_mean', 'group_max', 
'melting_point_max']

0.927 7
['group_mean', 'group_std', 
'melting_point_mean', 'group_min', 'group_max', 
'melting_point_max', 'melting_point_std']

0.928 8

['group_mean', 'group_std', 
'melting_point_mean', 'group_min', 'group_max', 
'melting_point_max', 'melting_point_std', 
'molar_volume_mean']

0.931 9

['group_mean', 'group_std', 
'melting_point_mean', 'group_min', 'group_max', 
'melting_point_max', 'melting_point_std', 
'molar_volume_mean', 'molar_volume_std']

0.937 10

['group_mean', 'melting_point_mean', 
'group_std', 'group_min', 'group_max', 
'molar_volume_mean', 'melting_point_std', 
'atomic_radius_calculated_std', 
'melting_point_max', 'molar_volume_std']

R2の減少から説明変数の重要性を評価する

BCC phase、k-NN method

X1 X2 Xn

Co
ns
tr
uc
te
d

m
od

el

y_pred Truth

Randomly shuffle 
only X1 rows

If X1 is an important feature, 
the R2 decrease significantly

group説明変数が重要そうである

ホワイトボックス化する



R2の頻出パターンマイニング

1. R2をデジタイズして「R2, 説明変数」のトランザクションデータベースを構築する

2. R2の連続した非零領域毎に頻出パターンマイニングを適用する

R2 R2

R2 > 0.80の領域は、常に説明変数’group_mean’、’group_std’を含む

BCC phase FCC phase

説明変数として“group”と“period”のみを用いて全探索を行い、
トランザクションを作る [R2,features]

今回構築された有効モデルは5元、6元合金に対しても適用可能



f(x) =
X

p

cpK(x, xp)
<latexit sha1_base64="/OgcoXnFsmBLKWvrjDo+fEfyi+I=">AAACgXichVG7SgNBFD1Z3/GRqI2ghRiUBCTcREFRBMFGsDFqfKASdteJLu6L3U2IBhtLf8DCSkFUrPQXbPwBCz9BLBVsLLy7WRAV9Q4zc+bMPXfOzCi2rrke0WNEqqtvaGxqbom2trV3xOKdXcuuVXJUkVct3XJWFdkVumaKvKd5uli1HSEbii5WlN0Zf3+lLBxXs8wlb88Wm4a8bWpFTZU9pgrxvmKykpracEtGoWofqP4wl6wMV3yQKsQTlKYg+n+CTAgSCGPeil9gA1uwoKIEAwImPMY6ZLjc1pEBwWZuE1XmHEZasC9wgChrS5wlOENmdpfHbV6th6zJa7+mG6hVPkXn7rCyH4P0QFf0Qvd0TU/0/mutalDD97LHs1LTCrsQO+pZfPtXZfDsYedT9adnD0WMB1419m4HjH8LtaYv7x+/LE4sDFaH6Iye2f8pPdId38Asv6rnObFwgih/QOb7c/8Ey9l0ZiSdzY0mptfCr2hGLwaQ5PcewzRmMY88n3uIS9zgVqqTUhJJ2VqqFAk13fgS0uQHC4CUaA==</latexit>

K(x, x0) = exp(��kx� x0k2)
<latexit sha1_base64="ZfgMkSkCr3VmO7UHgTpuLvWbfJM=">AAAChHichVFNLwNBGH6s7/oqLhIHoqFtUs20CJEQiYvExVd9pFvN7hq1sV/Z3TZLObr4Aw5OJCLiyi9w8Qcc/ARxJHFx8Ha7iSB4JzPzzDPv884zM7KlqY7L2GONUFtX39DY1BxqaW1r7wh3dq06ZtFWeEYxNdNelyWHa6rBM67qanzdsrmkyxpfk3dnK/trJW47qmmsuHsWz+lSwVC3VUVyicqH++ZjXsKLxqdE7lmxYbEg6bokHnjDXlQ82EzH8+EISzI/+n+CVAAiCGLBDF9CxBZMKChCB4cBl7AGCQ61LFJgsIjLoUycTUj19zkOESJtkbI4ZUjE7tJYoFU2YA1aV2o6vlqhUzTqNin7Mcge2BV7Yffsmj2x919rlf0aFS97NMtVLbfyHcc9y2//qnSaXex8qv707GIbE75XlbxbPlO5hVLVl/ZPXpYnlwbLQ+ycPZP/M/bI7ugGRulVuVjkS6cI0Qekvj/3T7CaTqZGkunF0cjMRvAVTejFAGL03uOYwRwWkKFzj3CNG9wKDUJCGBHGqqlCTaDpxpcQpj8AtsSUHw==</latexit>

予測モデル カーネル関数

ガウス過程は訓練データ点に確率分布を置いていくという考え方で、訓練データ

点では誤差を小さく、訓練データが無い点では誤差を大きくする予測ができる

（平均値＋標準偏差を予測可能）

もっと効率よくターゲット材料を探索できないだろうか？

全データを持っているので多目的ベイズ最適化のシミュレーションが可能



ベイズ最適化はガウス過程が予測標準偏差が求まることを用いて獲得関数を

通して最適な記述子、ブラックボックス関数の最大（小）値を探索する手法

ベイズ最適化による探索加速

1. 既知の候補点(𝑥𝑖,𝑦expr,𝑖)が存在する。(𝑖=1,...,𝑛)

2. ガウス過程により未探索点jの𝑦mean,𝑗とその標準偏差𝜎𝑗を予測する

3. 最も高い獲得関数スコアの点を評価し𝑦expr,𝑘を得て、既知の候補点セットに入れる。



多目的ベイズ最適化のシミュレーション
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ターゲット領域の
探索がほぼ終了

多目的ベイズ最適化により、ターゲット領域
（キュリー温度、残留抵抗）の探索を加速


