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常伝導状態、磁場印加 
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温度低下 

1911年に水銀の電気抵抗が約4.2K(-269oC) 
でゼロになる現象が発見された。 

室温 300K（27oC） 

J. G. Bednorz and K. A. Muller, Z. Physik B 64, 189 (1986) 

“Possible High  Tc Superconductivity 
in the Ba-La-Cu-O System” 

一般的に電気の通りにくい酸化物にて非常に高い転移温度 
を持つ超伝導体が発見された。 

銅酸化物超伝導体の発見後， 
超伝導転移温度は急激に上 
昇していった。 
ちなみに現在の最高温度は 
160K（-113oC） 

第二種超伝導体では多少の磁束は進入することができます。 
この時，磁束を超伝導体の一部にとらえて動けなくする 
効果をピンどめ効果といいます。 

超伝導体の中に磁束は入ることができない。 

超伝導状態では電気抵抗は 
完全にゼロになります。 

Tc 

超伝導状態、磁場印加 

0 

CuO 2 

0.020 

0 

0.004 

0.008 

0.012 

0.016 

0 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

300 200 100 0 

ρ
 (Ω

 c
m

)

ρ
 (Ω

 c
m

)

T (K) 

0.25  A /cm2 

0.50  A /cm2 
0.50  A /cm2 


