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　本 総説 は 2008 年 4 月 24 冂 に 東 京大学安 田講堂 にお い て 開催 され た うま味研究 会主催 、日本化学 会、日

本農芸化学会共催に よ る 「うま味発 見 100 周年記念 公開 シ ン ポ ジ ウ ム 」 の 基調講演と し て筆者 に よ り発表

された内容を基に ま とめ た もの で あ る ．味 の 素の 発見者池田菊苗の 出自より、化学志向の動機、東 京大 学卒

業後 の 業績 に つ い て 述 べ た 後、明治 32 年 （1899）に ドイツ ラ イ プチ ッ ヒの Wi ．オ ス 1・ワ ル ド研究室に留学、

同教授 に 私淑 して その エ ネ ル ギー論 、原子論 に 影響 を受 け た経緯、さ らに ロ ン ドン 滞在中 に 夏目漱石 と交わ

し た哲学論議に つ い て述べ る。帰国後は東京大学教授 と し て わが国の物理 化学研究の 開拓的役目を果た し、

明治 41 年 （1908）に か ねて か らの 思索 に 基 づ い て 昆布 の 抽出液中に うま味 の 化学的本体 を探 り、グ ル タ ミ ン

酸イ オ ン で あ る こ と を解明 し た こ と を述 べ 、池 田 の 生涯 を通 じ て う ま味 研究 に 至 る 動機 と化学者と し て の 想

い を史料を基に 考察する 。

キーワ ード ：池田菊 苗、舎密局 、Wi ．オ ス トワ ル ド、眛 の 素、物理 化学

　池 旧菊苗は元治 元年 （1864）9 月 8 日 に 京都 の 薩摩

藩屋敷留守居役の 池田春苗の 次 男と し て 生 まれた n

幼年時 、京 都府立第一巾学校に 人 り、また イギ リス

人 宣教師 か ら英語教 育 を受 けて い た が 、16 歳 の 頃 、

父 が 大阪 で宿屋業を は じ め た の で 、池 田 もそ れ に

伴 っ て 大阪 へ 移 っ た 。こ の 時 、近 くに 住 ん で い た 大

阪造幣局技師の 村橋次郎 に 就 い て は じ め て 化学 を学

ん だ。忽 ち池田 は 才能を発揮 し て 、銅の 原子量を正

確に測定する実験を行 っ て 人 を驚 か せ た とい う。

　村橋次郎は 明治 2 年 （1869）に 大 阪 に 創設 され た

舎密局 （せ い み き ょ く）に お い て教頭の オ ラ ン ダ 人

化学 者 K ．W ，ハ ラ タ マ Gratama の 助手 を勤め 、後 に

は 大阪司薬場 で 口本 人最初 の 所長 とな っ た化学者 で

あ っ た。舎密局 は 明治 2 年 （1869）に 明治新政府 が

大阪 に ハ ラ タ マ を招 い て わ が国最初の 本格的な化学

専門教育を目ざ し た学校で 、ハ ラ タ マ は こ こ で こ れ

までの 日本 に おける蘭書か らの 科学の 勉学 で は な く、

実験 を交 え た 最新 の 西欧科学研究 の 真髄 を 日本人 に

伝 え よう と して 意欲 的 な 教育 を行 っ た 。そ の 講義を

聴 い た者 の 中か ら医学 か ら化学 へ 志 望 を転向 し、後

に ホ ル モ ン第一号 の ア ドレ ナ リ ン を発見し た高峰譲

　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 池 田 　菊苗
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吉 が出 て い る。ハ ラ タ マ は 明治 4 年 （1871）に は オ

ラ ン ダ へ 帰 り、舎密局 は 短命に終 っ た が 、そ の 影響

は は か らずも村橋を通 じて 伝わ り、化学者池田 菊苗

を生む こ とに な っ た。

　明治 ユ4 年 〔1881）池 田 17 歳 の 時 に 、化学 志 向を

決心 し て 、家人 が 花 見に 出か けて い た 留守 の 間 に 自

分の 寝具を売り、その 金を旅費に して ト京 した 。 同

じ 頃、後に ビ タ ミ ン B ユ を発 見 し た鈴木梅太郎 も静

岡 の 田舎 の 生家を家人 に 無断で 飛び川 して 、東京に

出て 農学 を志 して い る。当時 の H 本 の 国 の 貧窮 の 環

境 が 若 者の 立志 の 心 の 培地 に な っ て い た の で ある、

　東京の 大 学予備 門に 人 っ た池田 は 東京大学理科大

学へ の 進 学を希望 し た が 、そ れ に は家計の 事情で奨

学金を受けねばな らなか っ た。当時は 人学試験の 成

績 で
一、二 番 の 者 に の み 奨学金 が 与え ら れたが、池

田 は 三 番 で 東京大学 へ の 進学 を諦め か け て い た が 、

予備門長の 杉浦重剛 が 池田 の 事情 を察 し て 、三 番 ま

で 奨学金 を与え る特別措置を講 じ．池田 は念願の 東

京大学理 科大学化学科へ 入 学する こ と が で き た 、

　池田 は 在学中 も昔学が続 き、英書の 翻訳 や 英語 教

師で 家計を攴え た 。 明治 22 年 （1889）に は 大学を卒

業 して 高等師範学校 に職を得た が、依然 と して 経済

状況は苦 し く、青山学院や国学院で英語 を教え て い

た 、国学院 で は 坪 内逍遥 の 後任 と して シ ェ
ーク ス ピ

ア の 講義 を行 っ た こ と が 伝え られ て い る．明治 25

年 （1892）に は岡田 貞 と結婚 し た。東 京大 学化 学科

の 最初 の 日本人教授で あ っ た桜井錠二 の 夫人 は 貞の

姉で 、池田 は桜井 と義兄弟の 縁 を結 ぶ こ とに な っ た 、

　そ の 頃 、発表 し た 池田 の 報告を列記する 。

OA 　Simple　 cxperiment 　in　chemical 　kinetics． 帝国人

　学紀要、理科、3 、241 （1890）

○昇汞水 の 濃度 と殺菌力と の 関係に 就き て 。 束京化

　学会誌、18、139 （1897）

○溶媒 の 化学的性 質 と沃素溶液 の 色 との 関係に就 き

　て 。同誌 、19、120 （1898）

○膨張計を用ひ て 加水分解の 速度を測定する方法。

　同誌、20、471 （1899）

　 こ れ らは反応速度 論、溶液論に関する もの で 、い

ずれ もわ が 国の物理 化学研究の 分野 に おける開拓 的

業績 で あ っ た 。

　明治 32 年 （］899）に池田 は ド イ ツ ラ イ プ チ ッ ヒ 大

学の wi ．オ ス ト ワ ル ド Ostwald 研究室 へ 留学す る こ

と に な っ た tt こ こ で は G ．ブ レ デ ィ ッ ヒ Brcdig と の

芝

協同研究 として 白金ゾル によ る過 酸化水素の 接触的

分 解 の 研究 を 行 っ た 。そ の こ ろ E ブ ヒ ュ ナ ー

Buchner に よ っ て 酵素チ マ
ーゼ の 分 離 が 報 ぜ られ た

こ とが、池 田 の研究 の 刺戟とな っ て 、自ら の 白金 ゾ

ル を無機酵素 と呼ん で い る。

　池 田はオ ス トワ ル ドに私淑 し、その 影響を強く受

け る こ と に な るが 、あ る時、池田 が 天 乎をT一期に 発

見す る法をオ ス ト ワ ル ド に 尋ね た。オ ス トワ ル ドは

後に つ ぎの よ う に 答え て い る、，

　「私 は多 くの 学生 との 討論 の 際 に期待 した結果 を

得 る よ りも、期待 し な い 結果 を得 た方 が は る か に 価

値が 高い 、 それは木の 幹に凹凸があ り、こ こ か ら蒡

が 出 る よ う に、科学 の 新 しい 分野 もそ こ か ら招か れ

る か らであ るtt」

　 これは 教育論と して傾聴に値する言葉で あろ う。

　オ ス トワ ル ドは 当時 マ ッ ハ の 実証主義的哲学観 に

共鳴 し て 、原 子 の 実在 を否定す るエ ネル ギー論を主

張 して い た が 、池出 も師の 思想の 影響 を受 け て 、

時、原 弄の 実 在 を疑問視す る時期 が あ っ た 。 ド イ ツ

よ り帰国 し た後 に オ ス ト ワ ル ドの 著書
“
Grund】inic

der　Anurganischcn　Chemic
”
を翻訳 し た 『近世無機化

学 f1904 の 巾の 註 に 次 の よ うに 原 F説 に つ い て 述

べ て い る 。

　「原子説究 竟の 価値如何 は 未だ 遽 か に 断定 し 難 し

と雖 も其 の 化学史 Lに おける至大 の 価値 は之 を認承

せ ざ る べ か らず 。 然れ ども原子説 も亦他の 仮説と 同

じ く厳 に之 を現実 と区別す る 認識論的必要あるの み

な らず、此 の 説 の 濫用 が甚だ しき悪影響を及 ぼ す こ

と あ る は 立体化学 E或は似是而非なる 「説明」等 に

徴 し て 明 か な 甑 、斯の 如 き説明 は思考 を促進 せ ず し

て却て之 を麻痺する もの な れば 、本書の 著者が原 r一

説 の 盲信 を打破 せ ん と務め た るの 労 は実 に 多し とせ

ざるべ か らず。」

と書い て恩師の 考え を支持 し た 。 こ の こ と よ り目本

の あ る化学 史家に よ り池田 は 原子論 の 否定論者で 凵

本 の 化学の 発展 を遅 らせ たの で はな い か と い われた

が、池田 の 生 涯の 思想を辿 っ て み る と、池田 は常に

自ら納得 の 行 く真実 を求 め た 人 で 、その 当時はエ ネ

ル ギ
ー
論 を尊重 し て 、原子説は あ くま で 仮説 で ある

と考え て い た こ とは 事実 で ある．しか し後年の 味の

素発 兄 の 頃 に は 後述する よ う に原子 の 存在 を認 め て

決 し て否定論者で な か っ た こ と は 明 らか で ある。

　池 出は欧州留学 の 最後 の 年 を ロ ン ドン で過 ご して
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池田 菊苗の 想 い

い る 、ロ ン ド ン で は 夏目漱石 と　
一
ヶ 月余下宿 を同 じ

く し て い るが、そ こ で 池 田は ノ イ ロ
ーゼ 気味 の 漱石

に強 い 影響 を与え る こ と に な っ た
。 そ の 年明治 34

年（1901）5 月 15 冂の 漱石 の 日記 に は

　「池田氏 卜世界観 ノ 話 、禅学 ノ 話 ナ ド同氏 ヨ リ哲

学 ヒノ 話 ヲ 聞く」

と書 い て い る。さ ら に漱石の 池田 に対する印象を二

つ の 手紙 か ら見てみ る。藤代禎輔宛の 手紙には

　「（池 田 ） は 頗 る博学 な色 々 な 蒔に 興味 を有 して い

る 人 だ。且つ 頗 る見識の あ る 立派な 品性 を有 して い

る人物 だ。」

　 ま た 寺 田 寅彦 へ の 手紙 に は

　「（池田）氏 と は暫 く倫敦で 同居 して 居っ た 。 色々

話 をし た が頗る 立派 な学者だ （中略）／，大 なる頭 の

学者で あ る と い ふ 事は慥か で あ る。同氏は僕の 友人

の 中で尊敬すべ き人 の
一

人 と思 ふ 。」

と 心 か ら尊敬 し て い る こ と が わか る 、，

　ま た後年の 漱石 の 「処女作追憶談』 の 中に は

　「池田君 は珊 学者 だ けれ ど も、話 してみ ると偉 い

哲学者で あ っ た に は驚 い た ．大分議論 をや っ て 大 分

や られた 事 を今に 記憶 し て い る。倫敦で 池田君に

遭 っ た の は自分 に は大変 な 利 益 で あ っ た 。御蔭で 幽

霊 の 様な 文学 は や め て 、も っ と組織 だ っ た ど っ し り

し た 研究 をや ろ う と思い 始め た 一」

と述懐 し て い る。漱石 は 帰国後 、代表作 の 「文学論」

を執筆 し た動機は 二 の ロ ン ドン に お ける池田 との 出

会い に あ っ た こ と が これ で わ か り 、 漱石に 与え た 池

田 の 影響が い か に 大 き か っ た か を知 る こ と が で き

る。

　明治 34 年 （1901）に帰国 し た池出 は東京帝国大学

理科大学教授に任ぜ られ て 、桜廾錠 二 の 後継 者と し

て 研究 、教 育に 当 り、講義に は新生 の コ ロ イ ド化学

を取 り入れ、特 に 物理化学 の 懇切な実験 指導 に は定

評 が あ っ た。

　明治 40 年 （且907）に 昆布の う ま味成分 の 研究が 始

ま る．池 田 自身 が 後年、亀 高徳平 の 「人 生 化学 』

1933 の 中 の 寄稿文 「味 の 素発 見 の 動機 」に次 の よ

う に述べ て い る 。

　「明治 四十年 五 二 会の 競進会 よ り余 が 妻は
一
束の

好良 な る 昆布 を求 め来れ り，余之 を見 て 思 へ らく眼

を悦ばす美麗な る色素や 嗅覚を楽ま し むる馥郁た る

香料は 化学工 業に よ りて 数多く製造 され つ つ あ れ ど

も、味覚 に 訴ふ る製品 はサ ッ カ リ ン の 如 き怪 し気 な

る 甘味料を除 き て は 殆 ん ど稀 な り．昆布 の 主要呈 味

成 分 の 研 究 は或 は此 の 欠点 を補ふ 一一
助 な る べ きな

り．
：」

　 こ の 文章か ら池出 の 味 の 素発見 は 偶々 妻の 買 っ て

き た 昆布 を見て思 い つ い た とい うい わば偶 然説 が 世

に 流布 し て し ま っ た ．，資料を よく調 べ る と 決 し て そ

うで はな く、前々 か ら深 く思慮 をめ ぐらせ て い た 結

果で ある こ と が実証 され る。うま味が発見された翌

年 に 池田 は東京化学 会誌 、3｛〕、820 （1909）に 「新調

味料 に就て 」 と題 し て報告 し て い る t、その 中 で

　 「今 日生 理 学者 、心理 学 ．者に よ っ て 、一般 に 認 め

られ て 居 る の は酸甘鹹苫 の 四味 に 過 ぎませ ぬ 。其 の

他 は皆此等の 昧の 種々 に混合 し た もの で あ る と説か

れ て 居 ります。併な が ら自分 は 此 の 外 に 少 くと も
一

種の 区別 し得 べ き味が あ る と信 じて 居 りま し た （中

略）。され ば 前に述 べ た四味 巳外 に 更に一
種 の 味覚

あ る こ とは 殆ど疑を容れぬ次第で あ ります 。 今或人

の 発議に 従 っ て 説明の 為め に此の 味を 「うま」昧 と

名 づ けて置 きます。」

と述 べ て い る。こ の こ と に よ り、未知 の うま昧の 探

求は池田 の 思索の 懸案 で あ っ た こ とがわ か る。また

そ の 材料に昆布 を取 り上 げた こ と も決 して 偶然で は

な い こ と は E述 の 報告 「新調味料 に 就て 」の 中で

　 「第
一一

に 調査 する材料 と し て 昆布を選 み ま した 。

昆布 は充分 に乾燥を 経 た 植物で あ っ て 蛋 白質 は 既 に

凝固 して 居 ります か ら其 の 浸出液の 組成が比較的簡

単で あ ら う と信 じ た か ら之 を選ん だ次 第 で あ り ま

す．」

と記 して い る こ とか ら、材料の 選択は池田 らしい 用

意周到の 思索の 上で あ っ た こ と が わ か る 。

　明治 40 年 （1907）に東 京 大学理学 部 の 池田研究室

の
．
室 で助 r一配島熊 二郎 を使 っ て昆布の 成 分の 抽出

実験 が 始 っ だ 、毎 日昆布 の 抽出 を続 け た が 結品 して

く る もの は 糖 の マ ン ニ ッ トば か りで 、う ま 味 は 母液

に残 っ て い る が な か な か 結晶化 して こ ない 。致 し 方

な く そ の研究 は 中断する時期が あ っ た 。そ の 頃 、当

時の 医学界 の 泰斗で あ っ た 三 宅 秀 （ひ い つ）の 食物

の 佳昧 こ そ消 化 を促進するとの 報 告 に 接 して 、当時

の 国民 の 栄養状態 を懸念 して い た 池 田 は うま 味 の 重

要性 を改 め て 認 識 し て 、昆布 の 抽出実験 を再開 し た 。

その 間 の 心境 を上記 の 「味 の 素発 見の 動機 」に つ ぎ

の ように述べ て い る。

　「翌四十
・年に至 り二 宅秀博士 の 論文を読み た る
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に佳味が 食物 の 消化を促進する こ と を説 け る に遭へ

り． 余もま た元来国民 の 栄養不 良な る を憂慮せ る
一

人 に し て 如何 に し て 之 を矯救すべ き か に 就 て 思 を致

した る こ と 久 しか り し が、終に 良案を得 ざり し に 、

此 の 文 を読む に 及ん で 佳良 に して廉価 なる調味料を

造り出 し 、滋養に 富め る粗食を美眛な ら し む る こ と

も亦此の 目的を達する一方案な る に想到 し、前年来

中止せ る研究 を再び開始する決意 を為せ り詞

　 こ の 三宅の 論文は 東洋学芸雑誌に掲載 され た と い

われ て い る が 、明治 41 年 以前 の 同 誌 を精査 し た が

該当論文 を見出すこ と が で きな か っ た，二宅 の 論文

の 掲載誌の ご存知 の 方の 御教示 を乞 う。

　池田 は 実験 を再開す る に 当た り改め て 、研究助手

を公募 し て 広 島 よ り栗原喜賢を迎え入れ た 。それ に

よ り研究 は 加 速 され、明治 41 年 （1908）2 月に は グ

ル タ ミ ン酸を分離 し て 、その イオ ン が う ま味成 分 で

ある事を は じ め て 発見 し た。それ まで 蛋自質を加 水

分解 して グル タ ミ ン酸を取 り出 し た研究者は多く、

E．フ ィ ッ シ ャ
ーFischer もグ ル タ ミ ン 酸は まず い 味

で あ る と記載 して い る u 池［囗が グ ル タ ミ ン 酸 イ オ ン

に 日をつ け た の に は 、識閾下で あ っ た か もしれな い

が、恩師桜井 の ア ミ ノ 酸の 環状 イオ ン 構造説 の 影響

が あ っ た で あ ろ う 。

　 その 頃、葉山で 海藻よ り ヨ
ード製造 を行っ て い た

企業家鈴木 三 郎助が 池 田 が 昆布 の 研究 を し て い る と

聞きつ けて 池田 を訪問 し、昆布か ら取 り出された グ

ル タ ミ ン酸を溶か し た 水溶液に 重 曹を人 れ た もの を

味 わわ され て 、た し か に うま味 を感 じ た が 炭酸 ガ ス

の 泡が出 る の で 、こ れ は 商品 と し て は企業化で きな

い と一・旦は断 っ て い る．そ の後、池田 は グ ル タ ミ ン

酸ナ トリ ウ ム の 結晶 を得 る こ とに 成功 し て 、同年

4 月 24 日に 「グル タ ミ ン酸塩 を主要成分 と せ る 調

味料製造法」 の 名で 特許 申請 を行 っ た ，うま味 発 見

の 記念 の 日で あ る。

　鈴木梅太郎が この 時 「池田 さ ん の什事は 自分の 方

で や るべ き性質の もの で あ る が 、洒落 で は な い が う

まくや られ た」と言 っ たとい うの は有名な話 で ある。

こ の 特許 は同年 7 月 25 日 に 許可 が F りて 、鈴木三

郎助 に よ り製造、販売が 途に 就 くこ と に な る v こ の

うま味成 分 の 名に最初池田 に より 「昧精」が提案 さ

れた が 、結局同僚 の 松原行
・
による 「味 の 素」が採

用 され た．それ か ら 4 年後 の 1912 年に 米 国で 開か

れ た 8th　International　Congress　of 　Applied　Chemistry

芝

で
‘’
On　the　Taste　of 　the　Salt　of 　Glutamic　Acid

”
と 題す

る池田 の報告が 高松豊吉に より代読 され た r そ の 時

の 池田 自筆の 英 文報告原稿が 凵本化学会の 化学遺産

委員会に保存 され て い る。

　明治 44年 （1911）に 池 田 は 哲 学会例 会で 講演 を

行 っ て い る n そ こ で 池田 は原子論 に 対する考え を述

べ て い る 、、「一化学者 の 世界観」の 講演内容の そ の

部分 を抄 記すると

　「私 は エ ネ ル ギ ーは 感覚を牛ずる もの で あ る と い

ふ 定義 を採 用 した い の で あり ます。味覚 が 刺激物 の

侵人即ち濃淡の 変化の み に山 っ て 起る か 或は 分解其

他 の 変化の 之 に 伴 ふ か は 不明 で あ り ま す。い ず れ に

し て も化学 エ ネル ギ
ーの 変化に由 っ て 起 る に 相違あ

りませ ん
。

エ ネル ギーが 如何 に 空 間に配布せ ら る る

か と い ふ 事は 重要の 問題 で あ りますが 、理 化学上 の

研究 は少 なか らぬ 場合に 於 て 其 の 配布が粒子 的であ

る こ とを証明 し 得たと信 じ られ るの で あ ります 。 古

来 の 分子原子説、近時の エ レ ク ト ロ ン 説、ク ワ ン テ

ン 説 の 如 きは皆 エ ネル ギ
ー

の 粒 子的配布を説 い た も

の で あ り ます 。 」

　 これは池田 の 原 子論に対する考 え方 の 解答 で ある

と受け止 め る こ とがで きる。因み に池田 が グ ル タ ミ

ン酸ナ ト リ ウ ム を取 り出 し た 同 じ 年 の 1908 年 に J．

B ．ペ ラ ン Perrinが ア イ ン シ ュ タ イ ン の 方程 式 を用

い て ブ ラ ウ ン 運動を解析 し て 、原子 が 実 在す る こ と

をは じ め て 証明 し、ア ボ ガ ドロ 数 を求め た 。上記の

池田 の 哲学会講演 における見解 は こ の こ とに基づ い

て い る 。

　 つ ぎに池田 が 上記の 1P味の 素発見 の 動機」 に 書 い

た心 の 背景 に つ い て探 っ て 見 る。「貧 は 諸 道 の 妨 な

り と い ふ 俚諺 は若冠 の 頃よ り係累多く絶 えず窮鬼 と

戦ひ つ つ あ り し余の痛切 に体験 した る所 に し て 、此

の 窮境 を脱せ んとの 願望 も亦 余 を して応用方面に転

向 せ し め た る　
．
つ の 潜在 動機 た り し 事 を 否む 能 は

ず。」

　 こ れ は 若 い 頃 、自分 の 布団を売 っ て家を飛び出 し

て ま で化学をや りた い と思っ た心 の 弾 み が 、窮境を

脱 しよ うと した 思 い に よ っ て い た こ とを告 白し て い

る 。 も
一

つ の 池田 に と っ て の 重要な 心 の 動機は同 じ

「味の 素発 見 の 動機」の 中 の つ ぎ の 言葉で うか が え

る。

　 「今口 に 於 て こ そ純止 化学 と其 応用 と の 関係 は

稍々世人 に 理解せ らる るに 至 りた れ ども、二 十年 三
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池 田 菊 苗 の 想 い

十年前に 在 て は 純正化学 は 数学 、星學 な ど と 同 じ く

．
匸業 と は 頗 る縁遠 き もの と 一般 に 認 め られ居た り

（中略）、，余は 機会あ ら ば 自か ら応 用方面 に 於 て 成

績を挙げ純正化学者が工 業上 よ り兄て 無用の 長物に

非 ぎる事 を例示せ ん と 窃 に 企図 し居 た り。1

　池田 に と っ て 貧窮 か らの 脱 出と純正化学 の 社会性

へ の 思 い が味の 素発見に結びつ い て い た こ と が これ

に よ っ てわか る。

　つ ぎに味の 素発見以 後の 池 田 の 主 な 化学上 の 業績

を列記 し て み る。

○味 の 素残液 の ア ミ ノ 酸醤油へ の 利 用

○ ア ミ ノ 酸混合物 の 電気泳動法 に よ る 分離 （1911）

○耐酸塗装特許 （1911）

○酵素の 速度論的研究 （1912）

○煙害防止法　硫化銅鉱 の 硫黄の 除去 （1916）

○海水 よ り食塩 を と る製塩法の 改良 （1919）

○熱 の 貯蓄　太陽 エ ネ ル ギ
ー

利 用 の 温 室 栽培 法

　 （1920）

○酸性 自土 の 乾燥剤ア ドソ ー
ル と し て の 利用 （1921

　頃）

　こ の 中、「電気泳動 法 を ア ミ ノ酸混合物の 分離に

応用 した 研究」 に つ い て は 、後年ベ ーパ ー
ク ロ マ ト

グ ラ フ ィ
ー

を発 明 し た A ．C，　P ．マ
ー

チ ン Martin が そ

の 最初の論文に お い て池田 の こ の仕事を引用 して そ

の 影響 が 大 き か っ た と 述 べ て い る。「耐酸塗装 の 発

明 1 は味 の 素製造 の 実用化 に 際 し て 酸加水 分解 の 容

器の 材質と して 研究 し た もの で 乾塗の 名で特許が取

られ て い る 、 「酵素の 速 度論的研 究」は 池 田 が 最初

の ド イ ツ 留学時代に 行 っ た白金ゾル に よる過酸化水

素の 分解の 研究が契機と な っ た もの で ある 、，それに

関連 し て 池田 は学術振興会 で 触媒部門 を立 ち Eげて

自 ら委員長 を務め 、日本 の 触媒研究 の 牽引 車 とな っ

て い る．「
太陽 エ ネル ギ

ーの 利用 と熱の 蓄積」に対

す る 池 田の 考 え は 、無限 に 降 り注 ぐ太陽 エ ネル ギー

を人類がもっ と利用 し なければ な らな い と い う思 い

か ら、大気 中 に 多 い 炭酸 ガ ス を太 陽 エ ネ ル ギ ーに

よ っ て 農作物 の 生産 に 変 える方策 を真剣 に 取 り上 げ

た もの で 、温室に お け る農作物の 栽培を奨励 し、そ

の た め に 温室 の ガ ラ ス を 1一分供 給 す る た め に ま ず

ソ
ー

ダー1：業を盛 ん に す べ きで ある とい う構想 を展開

して い る 、．こ の 池田の 構想は今日人類が直面 し て い

る エ ネル ギ
ー、食糧問題 を先 取り し て考え て い た も

の で 示唆 的 で あ る．「酸性 白土 の 研究 と乾燥剤 ア ド

ソ
ー

ル の 開発」 の 成果 は 実際 に 大正 の 終 りか ら昭利

の 始め に か け て 、公 衆電話ボ ッ ク ス や帝国劇場の除

湿 に 使 用 され た。現 在 専 ら電 力 に 頼 る 冷 房 に よ る

ヒ ートア イラ ン ド現象に か んがみ 、ア ドソ
ー

ル に よ

る除湿 は再考 され て もよ い と思 われ る ，，

　 こ れ らの 池田 の 発想と仕事を貫 く特徴 は 時代 に 先

駆 けた優れ た先見性で あるが 、池田 は 日頃か ら国民

生 活の 上 にお ける科学 の 寄与を真剣 に考え て い た。

子息 の 池田兼 六 氏が追憶談 「池田菊苗伝」教育全書

134、196り に 次 の よ う に述べ て い る．

　「父 は 現 在の 人類が ど の よ うで ある か を研究 し、

人類 が 将来 どの よ う に 進 む べ きか を明 ら か に し て い

く科学をし たい と 思 っ て 随分考え ま し た 、その た め

に は 人 類 を生 物 と して の 面 と 社会 の 面と か ら研究す

る必要が あると考 えま した tt 学問 の 進歩の た め に 努

力する の は 、そ の 進 歩に よ っ て 人 間の 生活 をよ りよ

くす る た め の 基礎 作 りで あ る と い う の が持論で あ り

ま し 鵡 」

　大〒F．　12 年 （1923）定年 を待たずに 、池田 は 朿 京大

学 を退任 し た 。翌年、退官還暦記念会が池田 の た め

に 開 か れた席 ヒで 、池 出は つ ぎの ように挨 拶 して い

る。

　「自分 は 大学 の 教授と し て 純粋 の 学問の 研究 に 専

念 し、其の 方面に 業績を挙げる べ き地位に ありなが

ら怠 っ た の は 遺憾に 思 う。又味 の 素の 発 見等は 不 本

意 な もの の
一

つ で あ る。今後 は 純粋 な学問 をも っ と

深 くや りた い
。 理科の 教職に あ る 者は金 もうけを第

・
と す る よ う な 研究 をな さ ら な い よ う お すすめ 致 し

ます。」

　そ の 時集ま っ た醵金 の 全額 を目本化学会 に 寄贈 し

た ．、それ に より化学会の 欧文誌 Bulletin　 of 　ChcmicaL

Socicty　of 亅apan が創刊 された n 　 ftの 池出 の 言葉は額

面どお りに 受け取 る べ き で な い と思う。もち ろ ん池

田 は終生 、純粋な 化学研究を続 け た か っ た こ と は 真

実 で あろ うと思われ る し、一
方 で 味 の 素企業化に 際

し て は 心 の 苫労も多か っ た で あ ろ う が、そ れ を決 し

て 心 か ら不 本意 で あ っ た と は 思 っ て い な か っ た 筈で

あ る。人類 未知 の うま昧 の 成 分 の 化学的本 体 をは じ

め て解明 し た 業績は 明治 時代 の 日本 の 化学研究 の 代

表 的な成果 で あ っ た か ら、それは当然池田 の 心 に も

大 きい 達成 観をワえ た に 違 い ない u

　東大 を退職 後 、大正 14年 （1925）に 池田 は再 び ド

イ ツ ラ イプ チ ッ ヒへ 赴い て 、恩師オ ス トワ ル ドと の
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旧交 を温 め な が ら、同 地 で 6 年間 研究 を続 け た。

昭 和 6 年 （1931）に帰国 し て 、東京戸越 に 私設研究

所 を開設 し た ．

　昭和 11年 （1936）5 月 3 日 に 池 田菊 苗は 突然腸 閉

塞に より死去 し、雑 司 が 谷 の 墓地 に 葬 られ た。享年

71 歳で あ っ た 。筆者 は こ の 講演 の 翌 日に 池 田 の 墓

前 に額づ き味の 素発見 100年 記念の 行 事を報告 し

た 。

　最後 に池田 の 座右 の 銘 と し て い た論語の 言葉を挙

げて池円菊苗の心を偲びた い 。

　「学 び て 思 わ ざれ ば則ち罔 （く ら）し、思 い て 学

ば ざれ ば則 ち殆 （あ や う）し。」
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