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<

ノ
イ
ス
博
士
と
の
出
会
い>

無
事
に
京
都
帝
国
大
学
へ
入
学
す

る
こ
と
が
で
き
た
与
五
郎
は
、
在
学

中
に
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
教
授
・
ノ
イ
ス

博
士
と
出
会
い
ま
す
。
一
流
の
化
学

者
と
話
す
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
満

足
し
て
い
ま
し
た
が
、
後
日
ノ
イ
ス

博
士
か
ら
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。
与

五
郎
の
勉
学
に
対
す
る
熱
心
な
気
持

ち
が
伝
わ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
「
一

緒
に
ア
メ
リ
カ
に
連
れ
て
行
く
か
ら
、

直
ち
に
渡
米
の
準
備
を
し
な
さ
い
」

と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

日
本
の
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
の
方

が
今
後
就
職
に
困
ら
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
友
人
の
意
見
も
あ
り
、
大
学
卒

業
ま
で
渡
米
を
待
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
し
て
2
年
後
、
京
都
帝
国
大

学
を
卒
業
し
た
与
五
郎
は
ア
メ
リ
カ
・

ボ
ス
ト
ン
で
ノ
イ
ス
博
士
と
再
会
し
、

固
い
握
手
を
交
わ
す
の
で
し
た
。

ノ
イ
ス
博
士
は
教
育
者
と
し
て
も

大
変
優
秀
で
、
与
五
郎
は
化
学
者
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
者
と
し

て
も
彼
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

　

与
五
郎
は
留
学
中
、
当
時
世
界
の

最
先
端
だ
っ
た
電
気
化
学
の
研
究
に

没
頭
し
ま
し
た
。
そ
の
途
中
に
ノ
イ

ス
博
士
の
紹
介
で
電
気
学
者
の
ク
ー

リ
ッ
ジ
と
も
出
会
い
、
ア
メ
リ
カ
で

の
一
番
の
友
人
と
な
り
ま
し
た
。
研

究
の
傍
ら
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
た

く
さ
ん
交
流
し
、
ア
メ
リ
カ
の
国
情

に
つ
い
て
も
学
び
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
２
年
後
、
ク
ー
リ
ッ
ジ

が
研
究
所
を
離
れ
、
１
人
で
研
究
を

続
け
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
か
ら
の

手
紙
で
「
東
京
高
等
工
業
学
校
（
現

在
の
東
京
工
業
大
学
）
の
教
授
に
す

る
か
ら
帰
国
す
る
よ
う
に
」
と
命
じ

ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
友
人
た
ち
に
惜

し
ま
れ
な
が
ら
も
帰
国
の
途
に
つ
き

ま
し
た
。

夜雨亭での独学時代は英語と数学の勉強が中心で
した。英語の独

学は大変でしたが、英単語を覚え、繰り返し本を読
む反復学習をする

ことが重要だと気付いた時から英語の勉強がはかど
り始めました。

　数学も同様に反復学習をするようになりました
が、こちらは英語

とは違い、思うように学習が進みませんでした。当
時の日本語で書か

れた数学の本はとても分かりにくかったので、英
語で書かれた本で

数学を勉強してみようと思って試したところ、今
までよりも理解が

できるようになりました。周りからは「与五郎はい
つも英語しか勉強

していないのに、なぜ数学ができるのだろう」と不
思議がられていま

した。

驚くべき数学の勉強法

与五郎は9歳ごろまで西中（知立市）と半城土野田の間にあった小学校に通っており、当時はとても元気なわんぱく少年でした。　その頃は小学校ができてまだ間もない時代なので、今のようなしっかりとした校舎はありませんでした。学校の試験は近くの3つほどの学校が集まり、寺がしばしば会場になりました。与五郎の学校も、西中の善
ぜん

敬
けい

寺で試験が行われました。　自分の番になったら先生の前に出て質問に答えるという試験で、与五郎は釜の描かれた掛図を指されて「これは何だね」と問われ、「おかま」と答えました。しかし先生は「かま」と答えて欲しかったのでしょう、「『お』はいらないから、もう一度」と言いました。しかし与五郎は何度聞かれても「おかま！」と言い、自分の考えを貫きました。

「お」はいらぬと言っておるのに…

▲熱心に研究するアメリカ
留学時代の与五郎

▲アメリカ留学中の与五郎と
ノイス博士、クーリッジ博士（左から）

独学時代の与五郎▲

<

幼
少
期>

　

今
か
ら
150
年
前
、
江
戸
時
代
の

鎖
国
が
終
わ
り
、
多
く
の
欧
米
文

化
が
押
し
寄
せ
て
い
た
明
治
５
年

（
１
８
７
２
）
に
、
加
藤
与
五
郎
は
碧

海
郡
野
田
村
（
現
在
の
野
田
町
西
屋

敷
）
の
農
家
の
長
男
と
し
て
誕
生
し

ま
し
た
。
幼
く
し
て
実
母
を
亡
く
し
、

決
し
て
裕
福
と
は
言
え
な
い
家
庭
で

し
た
が
、
し
っ
か
り
と
学
校
に
通
い
、

家
事
や
妹
の
世
話
と
自
分
の
大
好
き

な
勉
強
を
両
立
さ
せ
ま
し
た
。
時
に

は
同
級
生
に
算
数
を
教
え
る
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
ク
ラ
ス
を
掛
け
持
ち
す

る
忙
し
い
先
生
の
代
わ
り
の
よ
う
な

存
在
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

野
田
小
学
校
（
現
在
の
双
葉
小
学
校
）

を
経
て
、
棚
尾
小
学
校
（
碧
南
市
）

を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
ま
し
た
。

<

先
生
・
生
徒
時
代>

　

小
学
校
卒
業
後
、
程
な
く
し
て
小

学
校
の
教
師
に
な
る
た
め
の
試
験
を

受
験
し
、
見
事
合
格
。
15
歳
に
し
て

鶴
ヶ
崎
小
学
校
（
現
在
の
碧
南
市
立

新
川
小
学
校
）
の
教
師
と
な
り
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
は
い
つ
も
に
こ
に
こ

し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
に
こ
に
こ
先

生
」
と
慕
わ
れ
ま
し
た
。

　

１
年
間
教
師
と
し
て
勤
め
た
後
、

初
め
て
高
等
小
学
校
が
で
き
る
こ
と

に
な
っ
た
た
め
、
教
師
を
辞
め
て
鶴

ヶ
崎
分
校
に
入
学
、
そ
の
後
分
校
が

併
合
し
、
最
終
的
に
碧
海
郡
立
高

等
小
学
校
（
現
在
の
亀
城
小
学
校
）

を
卒
業
し
ま
し
た
。
卒
業
後
は
再

び
教
師
に
な
り
ま
し
た
が
、
ま
だ

勉
強
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
抑

え
き
れ
ず
、
元
刈
谷
に
あ
る
楞り
ょ
う

厳ご
ん

寺
の
夜や

雨う

亭て
い

に
こ
も
っ
て
英
語
と
数

学
を
約
２
年
間
独
学
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
京
都
に
あ
る
同
志
社
ハ

リ
ス
理
化
学
校
（
現
在
の
同
志
社
大

学
）
に
入
学
し
、化
学
を
学
び
ま
し
た
。

卒
業
後
は
熊
本
英
学
校
に
呼
ば
れ
て

再
び
教
師
に
な
り
ま
し
た
が
、
１
年

で
東
北
学
院
へ
転
任
。
教
師
を
し
な

が
ら
数
学
の
勉
強
を
進
め
、
仙
台
で

有
名
な
教
師
と
な
り
ま
し
た
。
や
が

て
仙
台
第
二
高
等
学
校
の
教
師
に
な

ら
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
が
、
私

立
出
身
で
は
国
立
学
校
の
教
師
に
な

れ
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
非
常
に
悔

し
く
思
っ
た
与
五
郎
は
、
今
度
は
京

都
帝
国
大
学
（
現
在
の
京
都
大
学
）

に
入
学
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　自動車、冷蔵庫、スマートフォン…。
現代を生きる私たちの身近には、た
くさんの便利な工業製品が溢れてお
り、それらの多くにはフェライトと
呼ばれる酸化鉄を主成分とした材料
が使われています。もしフェライト
がなければ、今のような快適な生活
は送ることができていなかったのか
もしれません。
　そんな偉大な発明であるフェライ
トは、刈谷出身の科学者の手によっ
て生み出されました。今年で生誕150
年を迎えるにあたり、20世紀の世界
の工業界に大きく貢献した加藤与五
郎博士について紹介します。

刈谷で生まれた
フェライトの父

加藤与五郎博士
生誕１５０年記念

与
五
郎
博
士
の
生
涯

▲熊本英学校時代の与五郎（右）


