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■宮本梧楼先生を追悼 して

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 竹 田　 辰 興

　 東京大 学名誉教授宮本梧楼先生 は，2012年 7 月20日 に 亡

くな られ ま した．先 生 は1911年 8 月17日 の お 生 まれ で す か

ら101歳 の お 誕 生 日 を 目前 に し て の ご 逝去 で し た．先 生

は ， 1936年に 東京帝 国 大 学 理 学部物 理 学科 を 卒業 さ れ て

後 ， 日本学術会議の 設 立 に尽 力す る等戦 後学 術 研 究 体 制 の

整備に 功績の あ っ た 原子核物理 学者の 嵯峨根遼古の もとで

原子核物理学の 研究を開始されました．その 後，東京大学

理 学部物理 学科教授 と なられ て 1972年 に 定年退官され る ま

で 原 丁
一
核 物 理，加 速 器，核融 合 の 分 野で 活躍 され る と と も

に，こ れ らの 各分 野 で 数多 くの 研 究 者 を育て て こ られ ま し

た．東京大学退官後も茨城大学，日本原子力研究所 （特別

研 究員 ）等で 教育 と研 究に あ た っ て こ られ ま した ．

　先 生 が 研究生 活に 入 ら れ た 1930年代 は 20’lilr紀初頭の 物理

学 の 革命時代 （量 子力学，相対性 理論）の 熱気が まだ さめ

き らず ，中性 子 発 見，中 間 子 理 論，核 分 裂 反 応 の 発 見 等 が

な さ れ ， 1937年に世 界で 2 台 凵の サ イ ク ロ トロ ン が 理 研 に

完成 して 実験 が始 まる 等 と原 子核物理 学の 研 究が 華 々 し く

展開 しは じめ た時期 で す．手元に ある 先生の 最初期の 論文

は 1939年 の もの で ，こ の サ イ ク ロ トロ ン を使 っ て で きた 放

射性同位元素 の β 線 エ ネ ル ギー
解析 に つ い て の もの で

す．先 生 の ご研究 は，原 子核物 理 学，加 速器 物 理 学，核 融

合研 究 と多岐 に わ た り ます が ，す べ て こ の 時期 の 原子 核物

理学の 研究 に際 して 身近 に あ っ た 「電磁場中の 荷電粒子 の

振 る舞 い 」 に つ い て の 飽 くな き好奇心 と探究 心 が 出発 点に

な っ て い る よ うに 思 わ れ ます．β 線エ ネル ギー解 析 を効 率

的 に行うた め線源か ら 2 次元 面上 全方向に放出さ れ る粒子

をすべ て 利 用 で きる SOS （Spiral　OrbitSpectrometer）を発

明 して こ れ に つ い て の 研究 は 戦後 も続け られ ま したが ，さ

ら に，先 生 の 助 手 を務 め て い た数 理 物 理 学 者 の 故 岩 田義
一

お 茶 の 水 大 学 教 授 が 1952年 に発 表 した完 全 収 束 系 の 理 論 に

基 づ く完 全 収束 質量 分 析 器 の 実 験 を研 究 室 で 進め ま した ．

構造 は ベ ニ ン グ ・イ オ ン ・トラ ッ プ と 同 じもの で すが一
般

的観点から研究された の は始め て で ，線源か ら 3 次元的に

あ らゆ る速 度で 放出 され た荷電 粒子が一
点 に収束す る 高解

像度で 明 るい 質量 分析 器 で す．先 生 は 第 2 回原 子 力平 和 利

川 国 際会議 （ジ ュ ネーブ ）で プ ラ ズマ ベ ー
タ トロ ン の 概念

を発表され て い ますが，その 前年 に は こ の 質量 分析器の 核

融合装置 と して の 応 用 も発表 され て い ます，空 間電荷 の 問

題 が 未 解決 な の で，す ぐに は 実 用 化 に は 結 び つ き ませ ん

が，本流 以 外の ア イデ ア も常 に大切に した先生 は，後年82

歳 の 年 に，こ れ につ い て 再度計算を行 い 論文 に して ，新原

子 力エ ネル ギ
ー

の 国 際会議で 発表 し て い ます．

　 と こ ろ で ，我 が 国の 核融合研究 に 関 して は，先生 はそ の

研究が 始 まっ た 1950年代 に研 究体 制 づ く りに 大 き な貢 献 を

な され る と と もに，リーダーと して研 究 を担 う極 め て 多数

の 人材を育て 上 げ られ ま した．凵本の 核融合研 究の 体制づ

く りにつ い て の 議 論が 積極 的 に行 わ れ た の は 1955 年の 第 1

回 原 子力平和利 用 国 際会議か ら 5 年 ほ ど の 間で す，こ の 時

期，国内各地 で は 物理 ・犬文 ・工 学の 各分野 を母体 と して

い くつ か の 「研 究 会」 が作 られ，後 の 「核 融 合 懇 談 会 」 （現

プ ラ ズ マ ・
核融 合 学会 ） へ と発 展 して い くの で す が，東京

地 区 で は 先生 の 主 導 で 1957年 に 第 ユ 同 「核融合反 応研 究

会」が 開催 さ れ ま した，その 後，原子力委員会の もと に 「核

融合反応懇談会」，「核融合専門部会」，日本学術会議 の も

とに 「核融合特別委員会」が 作 られ て 日本 にお け る核融合

研 究 の 進 め 方 が 決 め られ て い き ま した が ， 先 生 は こ れ ら 各

委員 会の 委A と して 日本に お け る核融合研 究の 方向づ け に

大 きな役割を 果た して こ られ ました．

　 こ の よ うに 研 究 体制 づ くりに大 き な 貢献 を な さ れ る

方，研 究そ の もの に つ い て は，荷 電粒 子，プ ラ ズ マ ，電 磁

場 の 相 互作用 を追求する 斬新なア イデ ア や 装置を常に 提案

さ れ て ，同 時に 数多くの 門 下 生 を 育成 さ れ て きま し た ．先

生 が ご長 寿で あ っ た の で 弟 r一とは い え既 に 第
・
線 を 離 れ て

い る 人が ほ とん どで す が，多 くの 門 ド生 が い ろ い ろ な 場 で

リーダーと して の 重 要 な役割 を 担 っ て き ま した．例 え ば，

先 生 と 同様 に 原 f核 の 研 究 か ら加速 器研 究者 と して 活躍 し

て，オ ク タ ポール の 研 究 で 核 融合 研究 の 「煉獄 時代」 を突

破 しダ ブ レ ッ ト実験 を 成功 させ て 現在 の 非円形断面 トカマ

クの 先 駆 け と した 大河 T一弘 ，
プ リ ン ス トン プ ラ ズ マ 物 理 学

研 究所 で研 究を主導 して ス フ ェ レータ
ー

をは じめ とする い

ろ い ろ な実験や 閉 じ込 め理論 で 核融合研究に 限りない 貢献

を した 故吉川 庄一，Ii本原 f’力研究 所 の 核 融合 グ ル ープ を

立 ち上 げ て 日本 にお け る大型 閉 じ込 め装 置 の 研 究 に先鞭を

付 けて 国際核融合炉 ITER の 先駆け と な る INTOR 計画を

i三導 した森茂，ある い は その 後を引 き継 い で ITER 計画を

軌道 に 乗せ た吉川允 二 等が い ます．宮本研究室 に お け る核

融合研究の 卞力装 置 は プ ラ ズ マ ベ ータ トロ ン で ，最 初，電

子ビーム に よ る プ ラ ズマ 加熱 の 研 究 を め ざ して 作 られ ま し

た．こ の 他 に も，プ ラ ズ マ ラ イ ナ ッ ク に よる プ ラ ズ マ の 加

速や プ ラ ズマ と 磁気双 極子 の 相互 作川 等 基礎的な研究 も行
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わ れ，門下 生の 活躍 は字宙 プ ラズ マ の 研 究 に も及 んで い ま

す．

　先生 は，研究室の 学生 の 指導 に 当た っ て は，と りわ け，

独創性 を育 て る こ と を重 ん じて お ら れ ま した．印象 に 残 る

の は 「糊 と鋏 を使 っ て ア イ デ ア を 出 しな さ い 」 とよ く言 わ

れ て い た こ と で す．私 た ち は，周 辺 の 物 理 的 現 象 を よ く

知 っ て い る よ うな気 で い ます が，実 は 知 らな い こ と もた く

さ ん あ りますか ら，まわ りを よ く見て 全 く違う現象や 装置

の 原理等を切 り取 っ て きて 組み 合 わ せ る （は り合 わ せ る ）

と思 い が けない 結果が 出て 新 しい ア イデ ア が 生 まれ て くる

とい うこ とな の で す，

　ご 冥福 を心 か らお 祈 り申 し上 げ ます．

　　　　　　　　　　　　 （原 稿 受付 ：2012年10月 4 日）
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