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　 1 ．は じめ に

　正 野重方は ，
1945 年か ら 1969 年の 約 30 年間 ， 東京

大学 の 気象学講座 の 教授で あ っ た に もか か わ ら ず，欧

米の 気象学界 に お い て は 殆 ど知 ら れ て い な い ．比較的

無名で あ っ た彼と対照的に，彼の 弟子 達 の多 くが，優

秀な業績を あ げ、世 界的 に 認め ら れ て い る．

　1963年 に私 は 師 で あ る 佐 々 木嘉和 と と もに 正 野 に

会 っ た．彼は，1969年に 早 す ぎ る死 を 迎 え る前の 最後

の ア メ リ カ 合衆 国訪問 の 最中 で あ っ た
］〕

．私 は 幸運 に

も，Lamb 　 の 古典的な名著 で あ る　 Hydroclynamics

（Lamb ，1945＞に 準拠し た，太平洋 トに 発 生 す る 台風 の

運動 に つ い て の 討論会 に 招待 され て い た．私 は佐 々 木

が師 に対 し て 抱 く深 い 尊敬 の 念 を感 じ と っ て い た ，し

か し私 は ま た．佐 々 木 が，大切 な客人 の 世話をす る こ

と に 対 して 過度 に 心配 して い たた め に 神経質 に な っ て

い た こ と を思 い 出す ．こ の 討 論会 は 30 年前 に 行 矛）れ た

もの で あ る に もか か わ らず，私 の 記憶 は 未 だ に 鮮明 で

あ り，そ の 1 シ ーン を ペ ン とイ ン クで 再現 し て み た （第

1 図）．

　私 の 科学的な伝統 は
．
［E野 に まで 遡 る こ とが で き る の

で ，私は 自然 と 彼に 興 味を持つ よ う に な っ た．し か し，

私 の 関心 は こ の 系統学的 な 興味以 上 の も の で あ る と い

え る．私 が 以 前 に 行 っ た 師 弟問 に お け る 情 の 研 究

（Lewis，1992） と，　 Harriet　Zuckerman の師弟関係に

つ い て の 社会学的研究 （Zuckerman ，1977） の 観点か

ら，よ く知 られ た 師 な くし て 著名 な 生徒 が 育 つ こ と は

殆 ど な い こ と を，私は認識 して い た．そ れ 故に，私は

正 野 に つ い て ，特 に そ の 科学的背景 と研 究 方法 に つ い

て 研究 した い と思 っ た．そ こ か ら，彼 の 師弟関係 の 特

徴を見出せ れ ば幸 い で あ る．こ の 研究 は，彼 に つ い て

の 公的な史料 が な い の で ，非常 に 複雑 で ある．日本 の

気 象学 の 歴 史 に っ い て 述 べ た最新 の 刊行物 で あ る 「気

象学 百 年 史」 （高橋他，1987）に さ え，彼 の 事 は ほ とん
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ど 言及 さ れ て い な い ．通常 の 情 蝦源 か ら は わ ず か な情

報し か得る こ とが で き な い と い う理 由で ， 私は正野 の

昔 の 生 徒 と 同僚に 対 す る 「
．
1頭 に よ る イ ン タ ビ ュ

ーと，

彼ら の 回想記 に 頼 る こ と に し た ．こ れ ら に つ い て は 文

末に 示 し て あ る．

　 2．正野 の 科学的人物像

　止 野 は物理 学を 学び （1934年，東京帝国大学理 学

士 ），朿京帝国大学 で ヨ ーロ ッ パ ス タ イ ル の 大学院教育

を受 けた の で，博士論文 と して （こ れ ま で に 印刷 した 〉

論文 を 集 め た も の を 理 学部 に 提 出 して い る，こ れ らの

論 文 は 震 源 か ら の 地 震 波 の 伝 播 を取 扱 っ て お り

（Syene，1938，1939），こ の 研究 に よ っ て彼 は 1940年 に

理学博 十 号を得 た．

　正野 は また，東京大学物理学科 の 寺 田 寅彦教授 と の

交流 に よ っ て，気象学 に 強 い 関心 を抱 い て い た
Z ｝．彼は

し ば し ば 寺田 の 非常 に 優れ た 洞察力 に っ い て 学生達 に

話 し た．佐 々 木 は，「寺 出 は （Ludwig ） Prandtl や

（Richard）Feynman の よ う な 洞察力 を持 っ て い た の

で はな い か と思 う．また，止野 が 私 に ，寺田 は煙草 の

煙 の 輪 の よ う な単純な も の を 見 た だ け で ， 最 も興味深

い 議論 の で き る 人 だ と 言 っ た の を私 は 覚 え て い る．

（1990，私信）」 と 言っ て い る．正野 に 最 も影響 を及 ぼ

し た他の科学者 と し て は，中央気象台台長の 岡 田武松

が い る．岡田 は 日 本 に お い て 「気象学 の 父」 と し て 知

られ る 著名な 人物 で あ る と 同時 に ，気象学者 と し て 国

際的に も知 られ て い た （笠原 工99 ，私信）．ま た 岡 田

は 数 理 物 理 学 に 強 い 著名 な 理 論家 で あ っ た．博 士 号取

得後 の 最初 の 正野 の 就職先 は 中央気象台 で あ っ た．こ

1）正 野 の 突然 の 死 の 原因 は 敗血症 だ っ た が 　（Fujita，

　 1970），こ れ は 1960年代半 ば に 彼 が か か っ た パ ー
キ ン

　 ソ ン 病の 再発で あ っ た （藤出 ，／990，私信）．

2） 地 球 物 理 学 教 室 に 気 象 掌 講 座 が 開 か れ た 1944年 ま

　 で ，東京帝 国大学 に は 気象学 の プ ロ グ ラ ム は 存在 し な

　 か っ た （岸保，1992，私信），
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第 1図 オ ク ラ ホ マ 大学 に て，弟 了の
．一一

人で ある

　　　 V［々 木嘉 和 と．正 野 は左f則．

れ は，戦時中で 気象学が 必 要で あ っ た こ とに も よ る が ，

しか し，寺田 との 接触 に よ っ て 彼自身が 気象学 に 非常

に 関心 を抱 い て い た こ と に よ る．

　 就職後 1 年以 内に 正 野 は そ の 後の 12年 に わ た る研

究 と な る 大気擾乱 の 研究 の 最初 の 論文 を発表 し た （正

野 ，1940−1948）．こ れ らの 論文 の 全体 を 見 る と，渦 と

波の 二 重性 を 用 い て 大気中の 擾乱 に っ い て 体系的 に 研

究 して い る こ とがわ か る． こ の 研究 は確 か に，粒子 と

波 の 二 重性が非常 に 優勢で あ っ た 量 子力学を学ん だ こ

と の 影響 を示 し て い る．彼 の 考 え は，Bjerknes （1937），

Rossby （1939），Ertel（1940）に よ る研究 の 影響を い く

ら か 示 し て い る．R 〔，ssby の 研 究 で 最 も重 要 な 摂 動 法

もまた．正 野 の 功績 の 中 に も明 ら か に 認 め られ る． こ

れ らの 摂動 の 概念 は，理論地震学 に お い て 広 く知 られ

て い た の で，彼が 自分 の 研究 に それを用 い た の は当然

の こ と で あ っ た．

　 1950年 に 学 士 院 賞 を 授 与 さ れ た 擾 乱 に 関 す る
一．一

連

の 理論的な研究 の 功績 に 基 づ い て ，正 野 は 1944 年 に 気

象学講座 が 設立 さ れ た 時 に ，東京帝 国 大学 の 気象学講

座 の 助教授 に 就任 し だ
｝

．19．・49．年 に は彼 の 研究生活 に

お い て 重要な出来事 が起 きた．こ の 様子 は，笠原彰 の

回想 （1990 ， 私信）に鮮明 に 描か れ て い る．

「……正 野 は Jule　Charney の 傾圧不安定 に 関 す る

3＞藤 原 咲 平 博 士 が教授 に 任命 され た が，第 2 次世 界 大戦

　 後 の 1945 年，藤 原 はそ の 地 位 を正 野 に 譲 っ た．藤原 は

　 戦時中の 気象作 戦 に お い て 重 要 な 役割 を果 た して い

　 た の で （中央気 象 台長 ），戦 争 犯罪人 と し て の 責 任 を問

　 わ れ．そ の 地 位 を 失 っ て い た．彼 は，渦 の 運動，特 に

　 多重 渦 と そ の 台 風 へ の 応 用 の 研 究 で 知 ら れ て い る

　 （Fujiwara，1923＞．

論文 （Charney，1947）を手 に ，地球物理学教室 の 研究

室 に駆込 ん で きて，興奮し て こ う叫ん だ．『見ろ ！こ の

論文 は気象学 を近代化 して い る ！」　 言 うまで もな く，

私達学生 は そ の 論文 を隅か ら 隅 ま で非常 に注意 し て読

ま な け れ ば な ら な か っ た．彼 自身 が ，大 気擾 乱 の
一

連

の 研究 の 中 で 偏 西 風中 の 擾乱 の 理 論 を発 展 させ る こ と

を考 え て い た の に ，そ の 長期 の 目標 を Charneyが 達成

し て し ま っ た と知 っ て シ ョ ッ ク を 受 け て い る，とい う

の が そ の 時の 私 の 印象だ っ た
41
．」

　 こ の 深 い 落胆 に 対す る彼 の 反応は 明 ら か で あ っ た．

我 々 は，科学 と数学 の 歴史 を通 し て 発見 が ほ とん ど 同

時 に起 こ る こ と が よ くあ る こ と を 知 っ て い る，そ し て

「競争 に 負け た 1数学者／科学者の 反応 は非常 に 広範囲

に 及 ん で い る．例えば，Johann　Bolyaiは，　 Carl　Gauss

が 非ユ ーク リ ッ ド幾何学を同時に発見し た こ と を知 っ

て数学 を捨て た し （HalL　1970，　pl16），
一．・

方，　John　von
Neumann は ，　 Kurt 　 GUdel が 形式的体系 （formal

system ）の中に非決定論的な 命題 が存在す る こ と を発

見 し た こ と を知 っ て 落胆 した ，な ど様 々 で あ る．「・・…・

Gbde 】の 発見 に よっ て 彼 （von 　Neumann ）は非常に 意

気消沈 し た．絶望 と まで は い か な か っ た が彼は が っ か

り し た．（Cooper ，1988，　P306）1正 野 の Charney の 発

見 に 対 す る 反応 は こ の von 　Neumann の G6del の 研

究 に 対 す る も の と似 て い る．

　笠原 （1990，私信） に よる と，止野 は研究 の 方向を

違 う方向，台風 の 体系的研究 に 向 けた．彼 は こ の 研究

に 1940年代後半 か ら 196  年代初 めまで 集 中 した，そ

の 功績 は，台風 の 発達 か ら運動 の 力学的予報 に わ た る

幅 広 い 諸問題 と結 び つ い て い た，こ の 研究 分 野 に お い

て 最 も知 ら れ て い るもの は 「渦状 の 雨」 の 研 究 で ある

（Syono，1950）．こ の 点 に つ い て ，佐 々 木 （1990，私 信 ）

は こ う述 べ て い る．「正 野 と笠原 は台風 の データ を注意

深 く解析 し，降雨量 と よ り大規模場 の 渦度 を結び付 け

た．そ れ は 10年後に
“
エ ク マ ン パ ン ピ ン グ

”
と い う名

で 知 られ る よ う に な る も の の 先駆 で あ っ た 」．

　大気擾 乱 （1940−1948），台風 （1948−1962），雲物理

（1958−1967） に お け る研究成果を ま とめ て 調べ る こ と

に よ っ て ，正 野 の 研究 に 対す る ア プ ロ
ーチ の 仕方 を次

の よ うに まと め る こ と が で きる．各 々 の 研究 に お い て ，

4）ア メ リカ と ヨ ーロ ッ パ か らの学会誌の 論文 は，一般的

　 に 発 行 か ら 1年 か 2 年遅 れ て 日本 に 来 た．そ の た め

　 Chamey の 功 績 に 対 す る 正 野 の 反 応 が 遅れ た の で あ

　 る．

4 “

天気
” 40．8，
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第 2 図 　新 田 　尚 に よ る，正 野 重 方 と そ の 弟 子 や

　　　 同僚 の 関 係．廓

印 は ア メ リ カ に 移住 し た 人

　　　 を 示 す．［］で 囲ん だ 名前は イ ン タ ビ ュ
ー

　　　 や 回想記 に よ っ て 得 られ た情報 を基に 著

　　　 者 に よ っ て 付 け加 え られ た もの で あ る．

彼 は こ れ ら の 研 究分野 を体系化 し よ う と し，ま た よ り

秩序だ っ た もの に し よ う と し た．こ れ は，彼 が 最初 に

受 けた 教育 の 影響 で は な い か と思われ る．す なはち彼

は，量子 力学 が
…

般化 され ，Schrδdinger と Heisen−

berg の 研究に よ っ て よ り公 理 化 さ れ た 1930年代初期

に 物理学 を学 ん で い る ，地震波動理 論 は ま た，数理 物

理 の強固な 基礎 の 恩恵 を こ う む っ て い る． こ れ ら を 背

景 に ，正 野 は気象力学 と い う よ り扱い に くい 分野 に ，

数理物理学 に 匹敵す る レ ベ ル の 数学的秩序 と厳密さ を

導入 し よ う と努力し た の で あ る．

　 3 ．弟子達 と同僚達

　正 野 の 弟子 の
．・

人 で あ り，「気象学 白年史」（高橋他，

1987） の 共著者 で あ る 新 田 　 尚 は，正 野 の 科学的師弟

関係 の 繁が りを図 に して い る （第 2 図），イ ン タ ビ ュ
ー

や手記 か ら集め た情報 に 基づ くと，毛利圭太郎 と中川

好成 を 弟子 の リ ス トに 加 え る の が 適切 で あ る と思われ

る．

　 新 田 の 系 統 図 に 示 さ れ る 「弟子」 の カ テ ゴ リー
化 に

は，い くら か の 手直 しが 必要 で あ る．まず，地球物理

学教室 の 気象学講 座 に は 4 人 の ス タ ッ フ が い た．（主

任）教授 （正 野） と，助教授 （礒野），そ して 2 名 の 助

手 （小倉 と岸保）
一

助手 はア メ リカ の シ ス テ ム で は テ

ニ ア を持 っ た研究助手 に 相当 す る一．小倉 は い くらか

気 象学 か ら は離れ て い る 流体 力学 （乱流） を基礎 に 研

究 し て い た の で，そ の 関係 は す こ し少 な い も の と し て

こ の 図 に は 示 さ れ て い る．一
方，岸保 は 気象力学 の 分

野 を研究 して い た．両名 と も助手 に 採用 さ れ て か ら 5

年後 に 博士号 を取得 して い る．「間接的な弟子」とされ

て い る 2人 の 科学者，荒川昭夫 と大 山勝道 は，気 象庁

（も と の 中央気象台 ）で 研 究 して い た物理 学科 の 卒業 生

で あ っ た、彼ら は主 に ，岸保 と正野 に よ っ て 組織 され

て い た Numerical　Weather 　Prediction（NWP ／数値

予報）グ ル ープ を通 じ て，地球物理 学教室 と関わ りが

あ っ た （詳細 に つ い て は Lewis（1993）を参照 ）．

　藤田 の場合 は こ れ ら と は い くら か 変わ っ て い る の

で ，次の節で触れ る こ と に す るが ，簡単 に い う と，彼

は 戦後，関心 を次第 に 工 学的物理学 か ら気象学へ と移

し て い っ た 明治専門学校（現 九 州工 大）の 助教授 で あ っ

た ．1950 年代初期，彼 は 正 野 と共 に 研究 し，東京大学

か ら理学博士 号を受 け た．

　第 3 図は，正野 と弟子 と同僚の写真で あ る．こ れ は，

数値予報 グ ル
ープ が 時折会合を開い た東京郊外の 保養

地 で 撮 られ た もの で あ る．

　 4．弟子達 と の 交流

　正野 の 弟子 を扱 うア プ ロ ーチ を説明 す る の に ，私は

藤田 ，笠原，佐 々 木達 か ら提供 さ れ た も の に 主 と し て

頼 っ て い る．彼 らの 返 答が他 の 弟子達 の もの を代表す

る と は い え な い か も し れ な い が ，各 々 か ら 口 頭 に よ る

イ ン タ ビ ュ
ー

を得 る こ とが で き，彼 らは正野 との 関係

を詳述 して くれた．笠原 と佐 々 木 の 経験 は似 て い て ，

院生 が 師と継続的 な 関係を持 つ 場合を代表 して い る．
一方，藤 田 は，戦後 の 日本 で，ア メ リカ の シ ス テ ム と

同時 に存在 し た ヨ ーロ ッ パ 式 の教育の 中で は珍し くな

い degree　in　absentia （通常 の 学生 で は な い が ，学位

を 与 え ら れ る 制度） の 場合 を 代表 し て い る，

　佐 々 木 は正野 を大変親 し み や す い 教授 と し て記憶 し

て い る．「彼 と は話 し や す く，良 く も悪 く も彼 の 講義 に
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第 3 図　東京郊外の 保養地 で の 数 値 倖 艮グル
ープ （1954年 頃 ）．正 野 は 前列 の 真 ん 中 （帽

　 　　 子 をか ぶ
一
・ てい る〕．笠原 　彰ぱ

一
番左で ラ イ カ カ メ ラ を T・に 持 っ て い る．岸

　 　　 保 勘 r郎 は 左 か ら 7番 目の 人 で ，頭 をわ ず か に 中 央 へ 傾 け て い る．小 倉義光

　 　　 は 正野 の 貞後 ろ に い る背の 高 い 人 で ，荒 川 昭夫 は小 倉か ら右 の 3番 目 に い る

　 　　 （左 を向 い て 帽 子 を か ぶ っ て い る 人 び）す ぐ後 ろ ）．

影響 され て い な い が，教室外で彼 と話す こ と は益 の あ

る こ と だ っ た （1990，私信）．」 止 野 は 自分 の 講義を前

も っ て し っ か り準備 して お り，またそれ が 学生達 に は

分か っ た の で ，「私は彼の考え ノ∫を素晴ら し い もの と は

言わな い けれ ど，教室 で の 講義 の 間 に 明 ら か に 示 さ れ

た．彼の研究に対す る 誠実 な 態度は，人を感動 さ せ た

（笠原，1992，私信）．亅

　正野 は，同 じ時期 に 活躍 した C．−G ．Rossby の 場合

と 同様 に ，自分 自身が興 味を持 っ て い る道 へ 学生 達を

引 き込 ませ な か っ た （Lewis，1992）．彼は 学 生 が 自分

な りの 自発的興味 を見出す こ と を期待 して い た．彼 は

弟子 達 が 自分 が 既 に研究 し た 問題 に 取 り組 む こ と を妨

げな か っ た が，そ う い う も の は 学生 が 自分 で 発 見 し た

問題 と同程度 に しか 適 切 で な い とみ な して い た．実際，

彼は研究テーマ を 選択す る際に ， 完全 に 自由に考 え る

こ と を学生達 に 勧め た．佐 々 木 の ケ ー
ス は，ど の よ う

に学生 が テーマ を 選び，正野 と 交流 し た か ， と い う点

に 関す る い い 例で あ る．

　佐 々 木 は，流体力学 の 諸問題 に 力学 の 変分原理 を応

用 す る こ と に 関心 を抱 く よ う に な っ た ．．正 野 は こ の 考

えに 興 味を持 ら，佐々 木 に 簡単 な 紹介 を す る よ う に

言 っ た．そ れ に っ い て 佐 々 木 は こ う述 べ て い る （1990，

私信）．

　 「流体 に お け る 変分法 の 使 用 に つ い て，最小限 の 資

料し か な か っ た．Lamb （1945）の 中に い くつ か あ り，

（Harry）Bateman ［カ リフ ォ ル ニ ア ．⊥二科大学 の 空気力

学者」は，渦 な し 流れ に 応用 して い た．私は都［n菊郎

と共 に 台風 の 移 動 に つ い て 研 究 し て い て お り，渦 と し

て 理想化 さ れ る 台風 に ず っ と こ の 変 分 法 を応用 した

か っ た．ク レ プ シ ュ 変換 （Dryden　 et　 al ．．1956，　p314

参照 ） は こ の 問題 の 鍵 で あ り，ま た正 野 は私 に ，変換

の 物理学的基礎 を議論す る ように 言 っ た．こ の 議論 か

ら私 は多くの こ と を 学び研究 は進展 し た．こ の 研究 の

結果 は ユ955年 に 発表 され た 私 の 博 士 論文 の 主 要部分

（Sasaki．1955） と な っ た．」

　第 4 図 に は 正 野 と地球物理学教室 の 同僚達 が 示 さ れ

て い る，

　 「……IE野 は い つ も私の 研究 の 何か い い 点を 見 っ け

て は，私 を勇 気 づ け て くれ た．」 と 笠原 は 回 想 す る

（1991，私信）．笠原は台風の 形成に関心 を抱 くよ う に

な り，数 理 物理学 に お け る 初期値問題 と し て そ れ に 取

組 ん だ．正 野 は，笠原 が 自主的 に 興味 を持 っ よ う に な

る数年前に，す で に台風の形成段階に つ い て の研究 を

し て い た．「
・・…・

彼 （正 野）は 寛大 で ，彼 の 以前 の 研究

を私 と共同研究 と い う事 に して くれ た．彼 は 全 く利己
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第 4 図　東京大学地球物理 学教室の 正 野 重方 と そ の 同僚（1955年頃）．
　　　 番目に 立 っ て い て ，佐々 木嘉和 は その 前 に し ゃ が ん で い る．
　　　 野 の 左 に 立 っ て い る．

正 野 は 右 か ら 2

岸 保 勘 三 郎 は 止

的な人 で は な か っ た．」

　degree　in　absentia と い う特別 な 場合 に つ い て は t

簡 単 に 述べ る に と ど め る．こ れ は，そ の当時明治専門

学校 の 助教授 で あ っ た藤 田 哲也 の ケ
ー

ス で あ る．藤田

が 戦後に行 っ た雷雨 に つ い て の 研究 は ， 比較的世 に 知

ら れず に 行われ た が，1950年 に 彼 は い くつ か の 研究報

告 を シ カ ゴ 大学の 　Ilorace　 Byers 教授 に 送 っ た．

Byers（1992，私信）は ， 「私は藤田 の 論文 を 1 つ か 2

つ 読 ん で ，非常 に 感動 を受け た．そ れ で 研究助手 と し

て我々 の研究グ ル ープ に加わ る よう に彼に 手紙を書 い

た．」と回想 し て い る．藤田 は気象学を独学で学び，助

教授 に 就任 し て い た の で ，海外 か ら の こ の 申出が あ ら

わ れ る ま で は，博士号を 求 め る理 由 は 何 もな か っ た．

　 そ れ で 藤 田 は 博 士号 を得 る た め ，1951 年 か ら 1953

年ま で の 2 年以上 の 問，正野 と交流 があ っ た．藤 田は

東京か ら 30  マ イ ル 南の 九州 に 在 る明治専門学校で 助

教授 をして い たの で ， 2人 が 会 うの は週末だ っ た．藤

田 の 回 想 （1990，私信）に よれ ば，「正野 は 私 に 沢山 の

論 文 ．特 に 台 風 に 関 す る も の を提 供 し て くれ た．私 は

物理学 を学 ん で い たの で ，た い して 苦労 せ ず に そ れ ら

を読む こ とが で き た．特に，渦状の 雨 の 研究 が気 に 入 っ

て い た．彼 の 人柄は 『父親 の よ うな 人』で ， 私は彼に

感銘 を受 けた．」そ の 後，藤 田 は台風 の 研究 に 重点を置

き （195  年代初期），こ の 研 究 は 結局 は 彼 の 以前 の

（194｛〕年代末 か ら ） の 業績 と結 合 さ れ て 博 士論文 と し

て 提 出 さ れ た．藤 田 は 1953 年 に 理 学博士 号を取得 し

た ．第 5図 は藤 田 が シ カ ゴ 大学へ 発 つ 口に 2人 で 撮 っ

た 写真で あ る．正野 は 1年後，シ カ ゴ大学の 藤 田 を訪

ね ，George　Platzman 教授 の ハ イ ドパ ーク の ア パ ート

を訪れ て い る と こ ろ が 第 6 図で あ る．

　藤 田 ，笠原，佐 々 木 の 師弟問 の 経験 は 明 らか に う ま

くい っ た例 で あ る と言 う こ とが で きる．正野 を語 る こ

と に 気の 進 ま な か っ た 数人 の 弟子 の こ と を考 えれ ば，

そ こ に はまた うま くい か な か っ た例 もあっ た はずで あ

る． こ れ らの事に つ い て は，もっ と根拠 の あ る資料 が

な い の で ，失 敗 の 原 因 に つ い て 推 測 す る の は気 が 進 ま

晦 ・ 敏 鈩 尠

ん ，。 、。 御 訟 乙
　 第 5 図　東京大学 の 北西，浦和市 に あ る正 野 の 家

　　　　　の 前 に 立 つ 正 野 と藤 田 哲也．
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第 6図 George 　Platzman 教授 と そ の 妻 Harriet と

い る 正 野 （左 ） と藤 田 （1955年 頃 ），

・
緒 に 長椅子 に 座 っ て

な い ．し か し ， す で に存在 し た師弟問 の 微妙なバ ラ ン

ス を崩し か ね な い 制約が ，その シ ス テ ム の 中 に は存在

し て い た ．気象力学 を 勉強 し た い 学生 は，東京大 学 で

学位 を取る よ う に制約 さ れ て い た の で あ る
5 ｝

．こ の こ

と と，主任教授が 1 人 しか い な い と い う ヨ
ー

ロ ッ パ 式

の 大学院教育 と を結び付け て考え る と ， 師弟関係を築

く た め の
“
師を 求 め る 過程

”

に 必要 な自由度 が 存在 し

て い な い こ と が わ か る （Zuckerman ，1977）．つ ま り，

相当 に 高い レ ベ ル の優秀 な学生 は， 1人 の 教授と
一．・

緒

に 研究す る よ う に 決め ら れ て い た の で あ る ，もし，師

弟間 の 結び付
’
き に 色 々 な 場合 が あ る こ と を考え る と，

多く の 場合，そ の 結び 付 きが 強 い こ と を期待す る の は

僥倖 で あ る と しか 言 い 様 が な い 、

　 5 ，西 洋へ の 架け橋

　Charney が 傾圧不安定 に つ い て発見 し た す ぐ後，［E

野 は欧米甦界 の 気象力学の 研究中心 と弟子達を結び付

ける こ と を決心 した．岸保勘 三 郎 は こ の 点 に つ い て 次

の よ うに 回想 して い る （1992，私信）．

正 野 は，口本 の 気象力学 の 分野 の 研究環境 は，ア メ

リ カ ・ス カ ン ジ ナ ビ ア ・ドイ ツ な ど の 外国 に 比 べ て よ

5）そ の 他 の 国 立 大 学 は 大 気 科 学 の 他 の 分 野 が 専門 で

　 あ っ た．例 え ば東北 大 学 は，山 本義
一

指導 の も とに ，

　 物 理 過 程，特 に 放射 の 研究 に 優 れ て い た．物 理 学 の 場

　 合 は こ の よ う に は 限定 さ れ て は い な か っ た （Toyoza 一

　 丶va ，1982）．

くな い と，常 々 強 調 して い た．そ の た め ， 若 い 口本人

気象学者が 気象力学の 国際的な場で 育つ こ と を，彼 は

強 く期待 し て い た．

　 こ の 点 に つ い て，正 野 の わ ず か に 異 な っ た 気持 ち を

笠原 は 回想 して い る（1990，私信 ）．「目本 に は，『か わ

い い 子 に は旅 を さ せ よ』 と い う こ と わ ざが あ り （S　tat ．

ler
，
1991），正 野 は その こ とわ ざ通 り，博士号 を取 っ た

後 は 自分 の 道 を行 けとい う考 えを持 っ て い た ．正野 は，

若 い 学 者 に 自分 な りの 経験 を し て ほ し い と思 っ て い

た．弟 子達 の 国内 で の 職捜 し を真剣 に しな い と批判 す

る 人 も い た．例 え ば，地球物 理 学教 室 の 地 球 電 磁 気学

講座 の永田 武教授 は ， 職捜 し に 積極 的 で，自分 の 学生

達 の た め に ポ ス トを作 っ た りした．それ は 正野 の や り

方 と は 違 っ て い た．」 笠原の印象は ， 正 野 と同年輩 で

あ る東北大学 の 山本教授 の 次 の よ うな発言 と も
一

致 し

て い る ．「彼 （正野）は本物 の 研究家 で あ り，気 象学 に

没頭 す る あ ま り，行政的な こ とや 政治的 な こ と に は 興

味を 示 さ な か っ た （Yamamoto ，1969）．」

　正 野 は ，自分 の 学生達 を気象学の 主流と結び付け る

こ と と な っ た 2 つ の偉業を成し遂げ た．そ れ は 1950年

代 に 東京 で 2 つ の 国際会議 を 開 くこ と で ，彼 は そ れ に

一
生懸命だ っ た． 1 つ は，1954年に開催 され た台風 に

つ い て の 国際会議 （The　 UNESCO 　 Symposium　 on

TyphoOns ）で あ っ た，そ の 当時 の こ と を都 田 菊郎 は次

の よう に述 べ て い る （1992，私信）．
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第 7 図 左 か ら右へ 各 々 ，Carl　Rossby ，　Dave 　Fultz，中川 好 成．
の 流 体力学研究 室 に て （1955年頃 ）．

シ カ ゴ 大 学

　 「多 くの 外国人学者が 東京 に 来た が、外国人学者 に

会 うの は こ れ が 初 め て で あ っ た．東京 に 来 た の は，Mr ，

R．Simpson，　Prof．　H ．　 RiehL　Dr．　Ramanathan ，　 Dr，

Depperman ，　Dr ．　Sherman 等 で あ る．私 は佐 々 木 との

共著論 文 を発 表 したが　 （Sasaki　 and 　 Miyakoda ，

1954），英語で 論文 を発表 す る と い う の も ま た，私 に

と っ て 初 め て の こ と だ っ た 」

　 こ の 会議で で き た つ な が り と，
“Tokyo 　school

”
か

らの 強 い 科学的貢献 の 結果，こ れ らの 気象学者 の 評価

が 広 が り始 め た （Smagorinsky ，1992，私信）．小倉 は

Johns　 Hopkins で の 地位を 獲得し ， 笠原 と佐々木は

Texas 　A ＆ M で の 地位 を 得 た．そ の 他 に は例え ば，

中川 好成 は ア メ リ カ に 短期間滞在 した ．第 7 図 は，彼

が シ カ ゴ大学 の 流体力学研究室で Dave　Fultz と共に

働 い て い る と こ ろ で あ る．

　数値予報 （NWP ）グ ル ープ の研究 を 示 す た め ，ま た

欧米 と の つ な が りを強化す る た め に ，正 野 が成 し遂 げ

た 2 つ 目の偉 業は，世界中 の 著名な数値予報 の 研究者

を 196G年 11N7 口 か ら 13 日 ま で 東京 で 開 か れ た 国

際数値 予報 シ ン ポ ジ ウ ム に 参加 さ せ た こ とで あ る．「正

野教授 は 主催者で ，学会 を成功 させ るため に情熱的 に

動い て い た．振 り返 っ て み る と，学会 は大成功で あっ た

と思 うし，気象学 の 歴史上 の 画期 的なイベ ン トの
一

つ

と して 記憶 し て い る （笠 原，1992，私信）．」こ の シ ン ポ

ジ ウ ム の 結果 ，口本 の 気象学者 が ア メ リ カ に 移住 し

た こ とに つ い て は他 の文献 で触れ て い る（Lewis，1993）．

　 6 ．おわ りに

　歴史的 に 示 さ れ て い る よ う に ，正 野 重方 が 日本以外

で は忘れ られて い る こ と は間違 い な い ．正 野 の こ と を

覚 え て い る の は 主 に 彼 の 学生 や 同僚達 で あ り，あ と は

日本 を訪れ た こ と が あ る か ， あ る い は正野 が 何度か ア

メ リカ を旅行 した と きに ち ょ っ と し た 面識 が あ っ た 外

国 の 学者が ，な ん と な く記憶 して い る程度で あ る．正

野 の 運命は，悲劇的な戦後期に気象学講座の教授 と し

て 生 き，気象学界 の リーダーと して の 重要な責任 を負

うこ とだ っ た 、

　正 野 の 大気擾乱 の 論文 は 日本語で 書か れ て い た 上 ，

戦時中 ， H 本人気象学者は外国 か ら隔絶 さ れ て い た の

で，彼は気象力学の国際的 な 流 れ の 中心 に は い な か っ

た．しか し，その 才能 と東大 の 気象学講座 の 教授 と し

て の地位の た め ， 正野は 日本に お ける 気象力学の リー

ダー
で あ っ た 数理 物理 の 知識が 豊富で あ り，戦前 に

物 理 学 と 地 震 学 を学 ん で い た こ と か ら，正野 に は

Charney の 偏 西風 の 不 安 定性 の 研 究 の 重 要性 が わ

か っ て い た．

　 正野 は 大気擾乱 に つ い て の 大冊 の 中 で， こ れ と同 じ

結果 に 向け て研究 して い た の で ，Charney の 発 見 は彼

に とっ て 苦痛 を伴 う喜び で あ っ た．振 り返 っ て み る と，

（戦前 の ）日本 に 欠け て い た の は，1930 年代後半 に M 。

LT ．で C．　G ．　Rossby と そ の 同僚が し た よ う な ， 地球

的視野 か ら 気象現象 を研 究す る 組織的努力 で あ っ た と

い え よ う．そ れ に もか か わ ら ず正 野 は 自分 の学生達 に，

Charney の 指導的な優れ た研究を続 け て研究す る よ
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う促 し，1940年代後半か らは気象力学の研究中心 と繋

が りを持 つ こ との 利点 を 説 い た．

　正 野 の周 P に は ， 帝国大学 （最高学府） へ の 入 学許

可 を得 る た め の 非常 に 厳し い 試験を くぐり ぬ け て きた

優秀 な 学生が い た ，彼 は師 と して の優 し い 励 ま し と思

慮深 い 指導を通し て ，学生達 の 持 っ て い る才能を引き

出 し た ．特 に ，学生達 の 研究 の 興味 を追求す る の に 学

生達 に 完全な自lkを 与え た こ とが彼の 特徴で あ る．し

か し，多くの 博 士 課程 の 学 牛 は正 野 と接触 す る機 会 が

限ら れ て い た．こ れ は こ の 時期の 主流で あ っ た　
’‘
the

degree　in　 absentia
”

の シ ス テ ム に よ っ て 助長 さ れ て

い た．また，学生 が 自分 の 師 を選 ぶ 機会 が 限 られ て い

た こ とで ，師弟関係 の い くつ か は成功 し なか っ た こ と

を加 えて お き た い ．す な わ ち，師 と 弟子 の 効果的 な 組

み合せ が成功 す る ため に重要 で あ る と思われ る
“
師を

求 め る
”

過 程 は，戦後 の 凵本 の 気象力学 の 分 野 に は実

質的 に存在 しなか っ た と い う こ と で あ る．

　正 野 は．東京 で の 2 つ の 重要 な国際会議 を ま と め，

無事執 り行 う こ と に 成功 し た．さ ら に ，気象学 の エ リ
ー

トを 日本 に 連 れ て 来 よ うと非常 に 熱心 に 動 い た こ と

で ，多 くの 若 い 気象学者が ア メ リカ に 移住す る こ とが

可能 とな っ たか け橋 を築 き上げた．早す ぎる死 を遂 げ

た こ と で ，正 野 は 自分 の 科 学 的 な 研 究 を続 け る こ と は

で き な か っ た け れ ど も，き っ と，自分 に は向け られ る

こ と の なか っ た科学的賞賛 が，多 くの 弟子達 に 向 けら

れ る よ う に な る こ と を疑 っ て は い な か っ た．
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〔編集委 員会 注〕

　NOAAIERL の Lewis 博 士 か ら fE 野 重方博士 に 関 す

る 原 稿 が 編 集 委 員会 宛 に送 付 され て きま した．興 味深 い

内容 で あ り，解説 と し て 掲載す る こ と に 編集委 員会 で は

決定 致 し ま し た．著者か ら同 時 に 送 付 され て きた H本語

の 訳 文 を，編集委 員 の 関 口 理 郎 と藤谷 徳 之助 が チ ェ ッ ク

し，明 らか に間違 っ て い る部分 や 凵本語 と し て お か しい

部分 に つ い て は訂 正 し て 最終稿 を作 成 致 し ま した．

　 ま た，正 野 博 士 の 追悼 文 と し て は ヒ記 の 山本義
一
氏の

気 象 集誌 の 英 文 もの 以 外 に ，「天 気」第 16 巻 （1969 年）

の 12月 号 に 同 じ く山 本氏 に よ る 追 悼 文 が 掲 載 さ れ て い

ます．

月例会 「レー ダー気象」の 講演募集の お 知 らせ

　1994年度 の 標記 月例 会を下記の 通 り開催 い た し ま

す ．レ
ーダー気象全般 の ほか ，レ

ーダーで 観測 さ れ る

現象の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン を は じ め 関連分野 の 講演を考

えて お り ま す の で 奮 っ て ご応募 く だ さ い ．

　　　　　　　　　　　 記

日 時 1994年 1月21日 （金）

場　所 　気象庁

申込方法 ：題 目，講演者氏名，所属 と要旨を横書 き

　　　　　 A4 ，一
枚 に ま と め て 提出．

申込先 ：〒 305 茨城県 つ くば市長峰1−1

　　　　　　　気象研究所台風研究 部　榊原　均

　　　　　　　TEL 　O298 −51．7111　内線 526

　 　 　 　 　 　 　 FAX 　 O298−51−1449

講演申込締切 日 ：1993年 9 月16日
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