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木　村　真　一（教授）（2020 年 4月 1日着任）
	 （クロスアポイントメント；大阪大学大学院生命機能研究科）

石川　あずさ（事務支援員）

A-1) 専門領域： 物性物理学，量子ビーム科学

A-2) 研究課題：

a) 機能性固体・薄膜の電子状態の分光研究

b) 物質科学に向けた新しい放射光分光法の開発

c) 新しい量子ビームを使った分析技術の開発

A-3) 研究活動の概略と主な成果

a) 機能性固体・薄膜の電子状態の分光研究：磁性と伝導が複雑に絡み合うことにより新しい機能性が現れる固体・薄

膜について，低温・高圧・高磁場下の赤外・テラヘルツ分光と高分解能三次元角度分解光電子分光および時間分解

分光により，機能性の起源である電子状態を詳細に決定している。また，それらの実験条件に合わせた第一原理電

子状態計算を組み合わせることで，機能性固体・薄膜の電子状態の総合的な情報を得ている。

b) 物質科学に向けた新しい放射光分光法の開発：UVSOR や次世代放射光で用いることを想定した新たな分光法を開

発する。特に，電子構造のダイナミクスを可視化することを目標に，新たな光電子分光法と赤外分光法の開発を進

めており，物質科学への応用を図る。

c) 新しい量子ビームを使った分析技術の開発：スピン偏極高輝度電子源を用いた高エネルギー分解能スピン・角度分

解共鳴電子エネルギー損失分光法の開発を進めている。

B-1) 学術論文

Y. OHTSUBO, N. TOKUMASU, H. WATANABE, T. NAKAMURA, P. LE FÈVRE, F. BERTRAN, M. IMAMURA, 

I. YAMAMOTO, J. AZUMA, K. TAKAHASHI and S. KIMURA, “One-Dimensionality of the Spin-Polarized Surface 

Conduction and Valence Bands of Quasi-One-Dimensional Bi Chains on GaSb(110)-(2×1),” Phys. Rev. B 101, 235306 (8 

pages) (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.235306

B-2) 国際会議のプロシーディングス

S. KIMURA, Y. YOKOYAMA, Y. NAKAJIMA, H. WATANABE, J. SICHELSCHMIDT, V. SÜß, M. SCHMIDT and 

C. FELSER, “Magneto-Optics of the Weyl Semimetal TaAs in the THz and IR Regions,” JPS Conf. Proc. 30, 011017 (5 

pages) (2020). DOI: 10.7566/JPSCP.30.011017

B-3) 総説，著書

大坪嘉之，木村真一，伊賀文俊 , 「トポロジカル近藤絶縁体の表面電子状態—研究の最近の発展—」, 固体物理  

55, 337–349 (2020).
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B-4) 招待講演

木村真一 , 「トポロジカル近藤絶縁体の表面電子状態」, ワークショップ（4）「超伝導物質，トポロジカル物質」, 物質・

材料研究機構 , つくば , 2021年 3月.

木村真一 , 「トポロジカル近藤絶縁体の電子状態」, 日本物理学会第 76回年次大会 , 領域８シンポジウム「近藤効果研

究の新展開—現代の近藤効果—」, オンライン開催 , 2021年 3月.

B-7) 学会および社会的活動

学協会役員等

日本放射光学会評議員 (2006–2008.9, 2009.10–2011.9, 2012.10–2014.9, 2015.10–2017.9, 2018.9–2020.9).

UVSOR 利用者懇談会会長 (2014.4–2016.3, 2018.4–2020.3, 2020.4–2022.3).

VUV・SX 高輝度光源利用者懇談会会長 (2018.4–2020.3).

UVSOR 利用者懇談会世話人 (2000.4–2002.3, 2014.4–2016.3, 2018.4–2020.3, 2020.4–2022.3).

VUV・SX 高輝度光源利用者懇談会幹事 (2006.4–2008.3, 2008.4–2010.3, 2010.4–2012.3, 2020.4–2022.3).

学会の組織委員等

11th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with Accelerator Based Sources, Chair of Program 

Committee, Member of Local Committee (Hiroshima, Japan, September 2021).

第 34回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム組織委員 ( 広島，2021.1).

文部科学省，学術振興会，大学共同利用機関等の委員等

東京大学放射光連携研究機構物質科学ビームライン課題審査委員会委員 (2009.4–2011.3, 2011.4–2013.3, 2017.4–

2019.3, 2021.4–2023.3，委員長 (2018.4–2020.3).

UVSOR 課題採択小委員会委員 (2002.4–2014.3, 2020.4–2022.3).

分子科学研究所極端紫外光研究施設運営委員会委員(2002.4–2014.3, 2020.4–2022.3).

佐賀大学シンクロトロン光応用研究センター評価専門委員 (2014.4–2016.3, 2016.4–2018.3, 2018.4–2020.3, 2020.4–

2022.3).

広島大学放射光科学研究センター協議会委員 (2018.4–2020.3, 2020.4–2022.3).

SPring-8/SACLA 成果審査委員会「査読者」 (2016.4–2018.3, 2018.4–2020.3, 2020.4–2022.3).

量子科学技術研究開発機構 次世代放射光施設利用研究検討委員会委員 (2019.4–2022.3).

佐賀大学シンクロトロン光応用研究センター評価委員 (2020.11–2021.3).

B-8) 大学での講義，客員

大阪大学理学部 , 「光物理学」, 2020年 4月 10日–8月 7日.

大阪大学大学院理学研究科 , 「シンクロトロン分光学」, 2020年 4月 10日–8月 7日.

大阪大学大学院生命機能研究科 , 「生体ダイナミクス概論 III」, 2020年 5月 12日, 19日.

大阪大学大学院生命機能研究科 , 「基礎物理学実習」, 2020年 7月 13日–17日.

大阪大学全学共通科目, 「学問の扉『理系研究生活の基本』」, 2020年 7月 22日.

大阪大学全学共通科目, 「学問の扉『放射光とレーザー』」, 2020年 7月 22日.

大阪大学全学共通科目, 「力学詳論 II」, 2020年 10月 2日–2021年 2月 12日.
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大阪大学理学部物理学科 , 「先端物理学・宇宙地球科学輪講」, 2020年 10月 23日.

大阪大学大学院生命機能研究科 , 教授 , 2013年 7月– .

B-10) 競争的資金

科研費基盤研究 (B), 「スピン分解共鳴電子エネルギー損失分光法の確立とスピン量子物性への応用」, 木村真一 (2020

年–2022年 ).

（公財）光科学技術研究振興財団 , 「新規内殻共鳴分光法の開発と中間状態の電子状態の検証」, 木村真一 (2020年

–2022年 ).

（公財）村田学術振興財団 , 「共鳴電子エネルギー損失分光法による元素選択的バルクプラズモンの観測」, 木村真一 

(2019年–2020年 ).

C) 研究活動の課題と展望

物質機能の起源である電子構造を明確にすることは，物性の理解を深め，新しい機能性を創りだすのに重要である。

そのため，準粒子を観測するための手段として，これまで放射光を使った角度分解光電子分光と赤外・テラヘルツ

分光を推進してきた。現在は，準粒子とともに重要な集団励起の観測を行うために，内殻共鳴電子エネルギー損失

分光法（rEELS）の開発を進めている。クロスアポイントメントの５年間で，rEELS をスピン分解，角度分解，時間分

解に拡張するとともに，スピン・角度分解共鳴逆光電子分光法の開発も行っていく。




