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北陸地域に おけ る近年の 冬季雷の 傾向と落雷発生環境
需

藤沢仰 （富 山大 ・理 工 学研 究科）・川村 隆一 （富山大 ・理）

1 ．は じ めに

　 日本 海 沿 岸 で 冬季 に発 生 す る 雷，い わ ゆ る冬 季雷 は 世界

的に も珍 し い 現象で あ り，そ の 落雷被害 も大き い ．1974
年 の 電気学会 以 来研 究が 盛 ん に 行わ れ て きた ，田 口 ほ か

（2002 ）で は 夏季 の 関東地方 に お け る 雷雨 に お い て 発 雷 の

有無 と い うカ テ ゴ リー別 で 高層データ に代表 さ れ る 大 気
環 境 を 調べ て お り，高度分布 に お い て 顕著 な 差 が 見 られ て

い た，ま た ，安 定 度指数 に っ い て ス キ ル ・ス コ ア を計算 し，
発雷の 有無 を判別 し て お り ， シ ョ ワ ル タ

ー
安定指数（SSI）

が成績が よ い とされ て い る，そ こ で 本研究 で は こ の 方法 を

冬季雷 に 当て は め て 解析 した ．今回 は 落雷 を 対 象 と して ，
ま ず冬季雷 の 近年 の 落雷 に っ い て の 特徴，っ ま り落雷回数
の 時空間変動を報告 し，次 に冬季雷 の 有無 に 分けた高層大

気や地表面付近 の 環境 に つ い て，また SSI を使用 した ス キ

ル
・ス コ ア に つ い て も報告 す る ．

2 ，観測デ
ー

タ

　落雷位置 の データ は 入 善 ・
羽 咋 ・三 国

・
美濃の 4 地 点 で

観測 され た 北陸電力  に よ る 落雷位置標 定 シ ス テ ム （LLP ）

を利用 し た，高層気象デ
ー

タは ワ イ オ ミ ン グ大学 で 掲載 さ

れ て い る輪 島の 気象 ゾ ン デデ
ー

タを利用 し た．地上気温，
風 向 ・風 速デ

ー
タ は ア メ ダス 観 測 資料 を 利 用 した．解析期

間は 1993年 11月 〜 2002 年 2 月 で ，各月 毎に 平均 した ．

避
　 LLP の データ を提供 して 下さっ た北陸電力株式会社 （雷
セ ン タ

ー
） に深 く感謝い た します，

（参 考文献 ： 田 口 ・奥山 ・小 倉（2002）：天気 SAFIR で 観測 した 夏

季の 関東地 方に お け る 雷 雨の 大気 環境 n 一安 定指 数 に よる 雷雨 の

予 測
一．天 気，49 ，649 ・659 ．）
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3 ．結果

　解析範 囲内 に お け る 落雷位置 と そ の 回 数を 調 べ る た め

に ， 緯度 ・経度を O．05
°

（約 5km ） グ リッ ドに お ける 落雷

回 数の 空 間分布 ，つ ま り落雷 密度分布 を 求 め た ．図 1は 12
A に おける密度分布 で あ る が，富山湾や若狭湾で 少 な く，
石 川 県 と新潟県南部 の 海岸線付 近 で 落雷 が多発 し て い た．
これ ら の 二 つ の 地 域で は 落雷の 進 入 距離が違 う，
　落雷 日 と無落 雷 日 に つ い て 平 均 した 風 の ホ ドグ ラ フ に

よ る と，落雷 日 に お い て 無 落 雷 日 で み られ な か っ た 北 風 成

分 が 見 られ，700hPa 面以 上 で 顕著 に 現れ る．こ の 南風 は

冬季特有 の 擾乱 の 影響 を大 きく意 味 し て い る と考 え られ

る．
　次 に，SSI を 使用 し た 落雷 の 有無 に よ る ス コ ア の 有効性

を調 べ た ．こ こ で 今 回 の SSI は 冬季 の 雲頂，雲底高度 に 合

わ せ ，925− 700hPa で 求 め た．そ の 結果 ，適中率 は 各月

に お い て 60〜70％ とな っ た．特に ，1 月 9 時 21 時 ともに

75％と高 か っ た．しか し，見逃 し率，空振 り率は 20〜40％
と 高 く， 2 月 9 時 で は 66 ％ と なっ た ．
　地 表面 付 近 の 気 温，風 向 ・風 速 データ に 関 して も落 雷 日

と無落雷 日に 分 けた 結果 を示 す，図 2 は 12 月午前 9 時 に

お け る落雷 日，無落雷 日 を示 す，風向を見 る と落雷 日 は 全

体的 に 南 よ りの 風 が 卓越 し て い る ．海岸線付近 に つ い て 地

域 ご とに 見 て い くと，能登半島西側 の 特 に北緯 36．5 度以

下 で は ほ ぼ南風 に ，能 登 半島か ら富山 県 に か け て は 南南西

風，東経 138 度 以 東 は 南西風 に な っ て い る．こ れ らの 海岸

線 の 風 向 と高 層 の 風 の ホ ドグラ フ よ り，目本 海 に発 生 し た

低気圧擾乱 に 伴 う風系 を 見て い る と考 え られ ， 北 陸地 域 に

お い て 落雷 が 多発 す る要 因の 1 つ で あ る と考 え られ る ．ま

た ，落雷 が 100 回以上 起 こ っ た 日，多落雷 日 に つ い て も調
べ る と，風向風速 の 傾 向が よ り強調 され て い た，

4 ．おわ りに

　落雷 日 と無落雷 日 に つ い て の 環境場 の 違 い を統計的 に

明 らか に す る こ とが で きた，し か し，落雷発 生 の 時空間変

動の 理 解 は 依然 と し て 不 十分で あ る．そ し て
，

ス キ ル ・ス

コ ア など予 測 とい う意味 で も改善 して い く余地 がある．今

後，こ れ らの 問題 に っ い て さらに 研究 して い く必要があ る．

　 　 　 　 1o 　　　　　　　　　　　　 Is 　　　　　　　　　　　　 2o　　　　　　　　　　　　 2s

図 1　12 月 に お け る 緯度 0．0匿
゜
哭

t

経度 0．05 格子 点 の 落雷

回数 の 密度分布図．

39
’

38
『

37
「

361

39L

38
」

37
國

36
「

135L136
’

137
．

138
’

135 ’ 瑠36L137 13S
『

139
’
39
−

135 ’ 136
’

，　　　 il　’
13V
’ 138

’

3s
’

37 ’

3G
’

139
’
39
’

1391

3s
「

31
’

36

　 　 　 　 2　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 e　 　 　 　 　 6
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くdegree　C 冫　

一一→
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2mlS

図 2　 落雷 H （上 ） と無落雷 日 （下）に おけ る 午前 9 時 の

平均気温 と風ベ ク トル の 空 間分布．た だ し 12 月．
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