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要　旨

　3 ，4 時間先の 冬季雷予 測の 可能性 を 探 る た め に，1992年 1 月 22凵か ら同 月 24日 まで ，レ ーウ ィ ン ゾン デ に よ る

3時間間隔 の 観測 を実 施 した。観 測 期 間 中 に 雷 活動が 活発 で あ っ た 時間帯 は 3 回 あ っ た 。 こ れ らの 雷活動の 中 に は

い わ ゆ る 気団雷 も 含 ま れ る が，そ れ ぞれ 熱 的 に 不 安 定 な小 領 域 や 小 さ い 収 束 線 が 観 測 され た．こ の こ とか ら，こ れ

らの 小 擾 乱 の 存 在 を確認 す る こ とが で き れ ば，冬季雷の 予測 は よ り精度 が高 ま る と考 え られ る．

　 1．は じめ に

　冬季日本海収束帯 の 帯状雲の 構造 に 関し て は， こ れ

ま で に 多 く の 研 究 が な され て お り（Hozumi 　 and

Magono ，19841 八 木，1985 ；Nagata，　 et 　aL ，1986；

八 木他，1986），多 くの こ とが 分 か っ て きた ．しか し，

こ れ ら の 研究 は 主 に豪雪 の 予測 の た め の 研究 で あ る．

日本海側 の 冬季雷は特 に 顕著 な帯状雲 が観測 されな い

場合 で も頻繁 に 発生す る の で，こ れ の 予測 とい う 立場

か ら，メ ソ ス ケ
ー

ル 現象 の 観測 を試 み た．

　北陸の 冬季雷 を 予 測 す る た め に は い くつ か の 方法 が

あ り，その 目的 に よ り使 い わけ られ な けれ ば な ら な い ．

例 え ば，翌 日 の 発雷 の 有無 を予測 す る た め に は，寒冷

前線 の 襲来や 寒気 の 吹 き出し を 予 測 し ，
シ ョ ワ ル ター

イ ン デ ッ ク ス 等 を用 い て大気の安定度を表わ し，予測

す る こ とが で き る．こ の 予測法 は 予想天気図 の 精度，

す な わ ち 1 定点観測網の データ密度 と，そ れ を用 い て
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実施 され る数値予報 の 精度 に 大 き く依存 し て い る．し

か し北陸 の 冬季雷雲 は日本海 ヒで 発生発達す る こ と が

多 く，ま た ，本邦 に 上 陸し て か ら発生 す る 雷雲 に つ い

て も日本海は大 きな影響 を与 え て い る．そ こ で 現在 ，

日本海 上 に 気象観測点 が ほ と ん ど 存在 し て い な い こ と

が，冬季雷 の 予測 を困難 に し て い る こ とは容易に推測

で きる．

　航空機の た め の冬季雷予測 の た め に は，主 に ，レ
ー

ダー，方向探知機 ， 電界計ネ ッ トワーク が使用さ れ て

い る （遠峰他，1986 ；鈴木他，1987 ；遠峰他，1987）．

レ ーダーや方向探知機の データ か ら は，お よ そ 1時間

か ら30分後 に 発雷 す る可能性が 高い 雷雲 が 何処 を通過

す る か を予測 す る こ と が で き る．地 上 電界 計 ネ ッ ト

ワ ーク で は，電界計付近 に 存在す る危険 な雷雲 を感知

す る こ とが で き る．こ れ ら の 予 測法 に つ い て考え る と，

航空機運用 の た め に は比較 的 に 短時間 で 高精度 r 広範

囲 の 発雷 予 測 が 必要 と さ れ て い る の で，さ らに 精度 の

向上 が 必要 で あ る．

　
一

方，電力保護 の ため の 雷予測 に つ い て は，そ の 対

策 を構 じ る た め に ， 3時間 な い し 4時間先の 予測 が 必

要 とされ て い る．こ の た め に は メ ソ ス ケー
ル 現象 も表

現 さ れ て い る 予想天気図 を作成 す る こ と が 重要 で あ る

と考 え られ る が ，こ の こ と は 現時点で は 困難で あ る．

そ こ で 本論文 で は，さ ら に 細 か い 観測網 を使用 し た際

に冬季雷が ど の よ うに観測 さ れ る の か を確認す る た め

に，レ ーウ ィ ン ゾ ン デ を お よ そ 3 時間 間隔 で 飛揚 した．
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第 2 図　観測 点 の 位置．小 松 に レ ーダーを設置 し，
　　　 宇 ノ 気 で レ ー

ウ ィ ン ゾ ン デ そ の 他 の 観測

　　　 を 実施 し た．
第 1 図　電界計 の搆造 の略図．

　 2．観測場所と使用器材

　石川県小松 飛行場 に 可搬 型 レ ーダーを設置し，同県

字ノ 気の 石川県砂丘 地農業試験場で Vaisala社 の

レ ーウ ィ ン ゾ ン デ を 飛揚 し，電界計 （第 1 図） と気圧

計 を配置 した ．こ れ ら の 観測地点を第 2 図 に 示 す． こ

の ゾン デ は 1992年 1 月22口 10時44分 か ら同月24日12時

24分 ま で ，お よ そ 3 時間間 隔で 飛揚 し た．地上設置 の

器材 に つ い て は，21凵 9時 よ り稼働 した．ま た，宇 ノ

気 の試験場 の 敷地内に ア メ ダス が設置 し て あ る の で ，

こ の デ
ー

タ も使用 した．

　 3 ．観測期間 の 天 気概況

　 当観測期間内 に お い て は，22凵 8 時 か ら14時 に か け

て ，22日23時30分 か ら 23日 3 時30分 ま で ，ま た，23目

15時か ら同 H19時30分 まで の 間，雷 が聴 目観測 され，

電界計 が 大 きな値 を示 した． こ の 間 の 地、ヒ天気図を見

る と
，
22目 9時に は寒冷前線が 北陸地方 に 上 陸 し た （第

3a 図）。 そ の 後，22日21時 （第 3b 図），23日 9 時 の 地

上 天 気図 で は，北陸地 方 で は 北 ま た は 北 西 流 の 場 に

な っ て い た．22口 21時の 850hPa の 天 気図 を 見 る と

（第 4 図），大陸か ら の 寒気が 日本 上 空 を覆い ，太平洋

側 に ま で 及 ん で お り，ご く弱 い 高度 の トラ フ が 日本海

上 に 位置 して い る，こ れ ら の 天気図 か ら分 か る こ と は，

北陸地 方 は 22日 の 午前中 に は 寒冷前線 の 影響 下 に あ り

天気は悪化 しやす い 状態 で あ っ た．それ以降 は 寒気団

の 支配下 で あ っ た が ，弱 い 高度 の トラ フ の 存在か ら 悪

天 を伴 う可能性が 予想され る．

　 22日か ら23日 に か けて ，雷 が 観測 された時 間帯 は大

き く 3 つ に分け られ る．冬季北陸地方で は 弱 い 高度 の

トラ フ で も容易 に 降雪や 雷雲を も た ら す の で，最初 の

寒冷前線 に と もな う悪天 は 容易 に 予測 す る こ とが で き

る．しか し， それ 以 降の 2 つ の悪天 は第 4図中の弱 い

トラ フ に 対応す る も の で あ る可能性 も考 え られ る が，

こ の 上 層天気図 か ら 悪天 の 発生時刻 を 3 な い し 4 時間

の 精度 で 予測 す る こ と は 困難 で あ る，

　 4 ．地上 気象要素の 時間変化

　雷発生時刻の 予 測精度を高め る た め に ，地上 気圧変

化，一
時間当た り降水 量，地上気温変化，地上電界値

を調 べ た （第 5 図〉．地上電界値が大 きい 値 （絶対値が

20kv ／m 以 上 ）を 示 し た 時間帯 を 図 中 （← E − ・）で 示

す．ま た，縦 の 矢印 で 発雷 を示す．こ の 気圧変化 を見

る と，22 日 14時 と23 日16時 に ピ
ー

ク を持 つ 2 つ の 局所

低圧部 に 気が 付 く． こ れ ら の局所低圧部 と22日23時か
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a

第 3 図

b

1992年 1 月22日 9時 （a ＞と21時 （b）の 地 上 天 気 図 （気 圧 分 布 ），
hPa ．

単位 は

第 4 図　1992年 r月22日21時の 850

　　　 hPa に お け る天 気 図．実線

　　　 に よ り等高度線 （lOm ），破
　　　 線に よ り等温 線 （C ）を 表わ

　 　 　 す．

ら23日 4時に か け て気圧が細か く振動す る時間帯が強

い 地上電界値 を示す 3 つ の 時間帯，22日の 8 時 か ら13

時 50分，同 日23時 30分 か ら23日 3時 3 分 そして 23日15

時 か ら 19時 3 分，に 対応 し て い る こ とが 分 か る．こ れ

ら 3 つ の 気圧擾乱 に 対応 して， 1時間 当た り降水 量は

2mm ／h か ら 4mm ／h と比較的に大き な値 を示 し，こ

の こ と か らも擾乱 が 通過 し て い る こ と が 確認 で きる．

　地上気 温 の 時間変化 を見 る と，22日 15時 か ら23日 2

時に か け て 急速な寒冷化 に 気が つ くが ，こ れ は寒冷前

線 の 通過 に と もな うもの で あ る．地上電界値 が大 き く

な る の は，こ の 気温低下が 始 ま る直前と終わ り頃 の 時

間帯，そ し て 気温 が 下 が り き っ た寒気団 の 中で あ る．

　 5．ア メ ダス の 風 と レーダーエ コ
ー

　 1 月22 日 9 時 か ら23 日 7時 まで の ，北陸地 方 に お け

る ア メ ダ ス の 地上風 を示す （第 6 図）．地上風 の 変化 に

注 目 し て収束域を解析す る と， 9 時に は能登半島の付

け根 で 比較的 に 強 い ，6m ／s か ら 8．5m ／s の 南 か ら南

西風 で あ る が，そ の 北側 で は 風速 は小 さ くな っ て い る

の で ， こ こ に
一

つ 存在 し て い る と考え ら れ る （第6a

図）．も う
一

つ の 収束域 は 山地 か ら吹き降 ろ して 来 る 南

風成分 が 卓越 した 風 と 能登半島 の 少 し下方 の 弱 い 南西

風 と の間に形成 され て い る，第6a 図中，下方の 収束城

は，南下後不明瞭 に な っ て し ま うが ，能 登 半島 の 付 け

根に あ っ た収束域 は13時頃 まで は 次第に南下 し（第6c

図），そ の 後停滞す る （第6d 図）．この収束域 は 21時に

は 衰退 し （第6e 図），その 後新 しい 収束域 が 南下 しひ

ろ が っ た （第 6f ，9 図）．22日 9時 と 14時 30分 の レ
ー

ダーエ コ ーを第 7 図 に 示 す ． 9 時 に は東西 に 100km

以上 に も延びた大 きなエ コ
ーが 襲来して きた．こ の位
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第 5 図 地上 気圧 （Ps），一
時 間 降水 量 （R ），地 上 気温 （Ts）の 時間変化．地上 電界値 が 20　kv／m 以

、ヒの 変化 を示 す 時 間 帯 は （←− E − ） で 示 す．発 雷 時刻 は 縦 矢 印 で 示 す．

置 は ア メ ダ ス に よる 能登半島 の 付 け根 に あ る収束域 に

当 た る （第 6a 図）．14時 30分 に は こ の よ う な 大 き い エ

コ ーは見 られな くな り，小さ い ヒ ョ ウ紋状の エ コ ーが

散在 し，次 々 と襲来 した．こ の 時収束域 は 停滞 して い

た ．

　気圧 が 振動 して い た時 間帯 に 当た る22日23時 か ら23

日 5 時 ま で の ア メ ダ ス 風 の 分布 を 見 る と （第6f ，9

図），風は弱 く，能登半島西岸部 に お い て こ れ まで 卓越

し て い た 西風成分 に代 わ り東風成分 が 卓越す る よ うに

な っ た ．

　23日11時 か ら21時 の 間 の ア メ ダ ス 風 の 分布を第 8 図

に 示す．こ の 地上風 に よ り決定 さ れ る収束域 は ，当初

（第8a 図）図中左下部 に の み 小 さ く確認 さ れ た が ， そ

の 後急速 に こ の 収束領域は 大 き くな り （第8b ，c 図），

南下 し，内陸 に 入 っ た．宇 ノ 気 に お い て 遠雷が聞 こ え

た 16時27分 の レ ーダー
エ コ ーを第 9 図 に 示 す． こ の エ

コ ーも収束域 上 空 に 存在 して い るが （第 8b 図），エ コ ー

イ ン テ ン シ テ ィ の 強 い 部分がほ とん ど見 られず，層雲

系の エ コ ーで あ る．こ の 層雲 の 中に 局所的 に 小 さ な対

流雲 が 形成さ れ，発雷 した もの で ある．

　 6．レ
ー

ウ ィ ン ゾ ン デの デ
ー

タ

　ア メ ダス に よ る 地上 風 の 解析 に よれ ば （第 6，8 図）1

収束域 は ほぼ東西 に延 び南下 して い る の で ，こ の 地上

収束域 の 上層 に お け る風 の 収束 の 様子 を調 べ る た め に

宇 ノ 気上空 に お け る風 の 南北成分 の 時間変化 を第 10図

に 示す。こ こ で は 北風成分 を正，南風成分 を負符号 で

表 す 。 地 上 電界値が 大 き くな っ た 3 つ の 時 間帯 に つ い

て考え る と， 1番目 と 2 番 目の 時間帯は 上空の 南風成

分 が 北風成分 に ゆ っ く り と変化 す る
一

つ の 時間帯 の 初

期 と末期 に 対応 して お り， 3番目 の時間帯は南風成分

か ら北風成分 へ の 短期間 で の 変化 に 対応 し て い る．東

西 に 延 び た収束帯 が 南下 し て くる 際，一
地点 に お け る

風 の 南北成分 は こ の よ うな時間変化 を示す．そ れ 故，

ア メ ダ ス の 地上 風 か ら検出され た収束帯は 上 空 に も存

在 して い る こ とが推測 され，こ れ らの収束帯の 中で 雷

活動 は発生 し て い る こ とに な る．上層風 の 南北成分 の

時間変化率 か ら考 え る と， 1 番 目 と 3番 目 に 電 界値 が

大 き くな っ た時間帯 に 対応 する収 束場 で は収 束 が 大 き

く， 2番目 は小 さ い
。

こ の 1番目 と 3番目 の 時間帯は

局所低圧部 が 現れ た時間帯 に 対応 し て い る． 2番目の
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第 6 図　1992年 1月22日 9 時（a ），11時（b｝，13時（c），17時（d），21時（e），23時（f＞，
　 　 　 23日 3時  に お け る ア メ ダス に よ る地上 風 の 分 布 を示 す．矢羽 根

一

　 　 　 本 1m ／s
，

三 角旗 は 5m ／s を示 す．図中 ， 直線 は経線 と緯線 を示 し ，

　 　 　 影 に よ り収束領域 を示 す．
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第 7図　1992年 1 月22日 9時（a ）と14時30分（b）の 500m 高度 に お け る CAPPI を示 す．等値線の 間

　　　 隔 は 20dBZ で あ る．図 中，中心 は小 松 で あ り，25　km 円 と 50　km 円 と海岸線 を 記入

　 　 　 して あ る．

時間帯 の 雷活動 が 始 まっ た時 に 能登半島西岸部 に お け

る 地上風 で は東風成 分 の卓越 が見 られ た （第 8 図）．こ

の 東風成分 の 到達高度を 調 べ る た め に ，東風成分 を 正 ，

西風成分 を負符号 で 表わ し，上 層風 の 東西成分 の 鉛直

分布の時間変 化 を第 11図 に 示 す ．こ の 図 に よ れ ば，観

測期間中 は 全体的 に 西風成分 が 卓越 して い た が， 2 番

目の 雷活動 の 時間帯 に だけ高度，ほ ぼ 900hPa に 及 ぶ

正 領域す な わ ち東風成分が 見 ら れ る．こ の東風成分 は

能登半島東岸 に は現 れず，また，厚 さも 1km 程度 と

薄 い の で，局地的な風 で あ る と考 え ら れ る。 2 番 目の

雷活動開始 とほ ぼ 同時刻に こ の 局地風 が卓越 した こ と

か ら，両者間 に 大 き な関係が あ る こ と が想像さ れ る．

　対流 の 様子 を調 べ る た め に ，湿球温位 の 鉛直分布 の

時間変化を第12図 に 示す．こ の 図 に よ れ ば，600hPa 高

度付近 に 安定 な 層 が 存在 し て い る こ と が 分 か る．ま た，

そ の 下 で は 湿球湿位 の 鉛直傾度 は23日 5時 か ら16時 の

間を除 い て 小 さ く， こ の 湿球温位 の 鉛直傾度が小 さ い

時間帯 で は 対流 に よ る混合が 卓越 し て い る こ と を示 し

て い る．22日10時40分 か ら14時 に か けて は 600hPa 以

下 に お い て 湿 球 温 位 の 鉛直分布は 乱 れ て お り，局 所的

に 不安定な領域 も見 られる．22日15時か ら23日 5時ま

で は，ゆ っ くり と 湿球 温位 は 低 くな り，寒冷前線後部

の 通過を 示 し て い る．23日14時か ら20時ま で は地上 付

近 で は湿球温位 の 時間変化 は 見 ら れ な い が ，800hPa

高度か ら 600hPa 高度に か け て 湿球温位 は 時間 と と

も に低下し ， 上空 の み に お い て気温 の不連続線が 通過

して い る．

　 7．シ ョ ワ ル ターイ ン デ ッ ク ス に よ る解析

　 雷雲 が 発達す るた め に は大気 の 状態 が 不安定 で なけ

れ ばな ら な い ．そ の 不 安定 の 程度 を表 す た め に，通 常

シ ョ ワ ル タ
ー

イ ン デ ッ ク ス を用 い る．こ こ で シ ョ ワ ル

タ
ー

イ ン デ ッ クス （SSI） と は，ある気圧面 P 匸 に ある

気塊を 凝結高度ま で は乾燥断熱線 に 沿 っ て 上 昇 させ
，

次 に 偽湿潤断熱線 に 沿 っ て 所定 の 気圧面 P， まで 上昇

さ せ た 時，こ の 気塊 の 温度 を気圧面 P 、 に お け る気温

か ら差 し引 い た 温度差の こ と で あ る．通常は 850hPa

と 500hPa 間 の イ ン デ ッ ク ス （SSI5。。） を 用 い る が ，

本論文 で は 850hPa と 700　hPa （SSI， 。 。）の イ ン デ ツ

ク ス も計算し，第13図 に 示 す．こ こ で，SSI5。 o が 3 以

下 は 不 安 定 と さ れ て い る．まず SSI，。。 を 調 べ る と，常

に 3以上 の 大 きい 値 を示 し，比較 的 に 安定な場 が 継続

し て い た よ うに見え る．た だ し，地上電界値が大 き な

値 を示 し た 1 番 目 と 3番 目の 時間帯 の 直後 に 急速 に 減

少 して い る． 2 番 目の 時間帯 の 中 に あたる23日 O 時 に

も SSIs。。 は 減少 し て い る が ，そ の値は6．5で あ り，安

定な状態を保 っ て い る．　　　　　　　　　
‘

　 SSI，。 。 の 値 は 全体 的 に 小 さ い が，そ の 変化傾向 は ほ

ぼ 同 じ で あ り ， 1 番目 と 3 番目の時間帯の直後に減少

し て い る．ま た，23日 0 時に も減少し，負の値 に な り，

こ の 時 は 不安定な場 で あ る こ と を示 して い る．両イ ン

デ ッ ク ス と も地 上電界値が 大 き く な っ た 1番目と 3番
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第 8 図 　第 6図 と同様．但 し，
　　　 1992年 1月 23日 11時（a ），
　　　 15時（b），19時（c ）に お け

　 　 　 る もの ．

目の 時間帯 の 直後 に 減少 して い る こ と は ， こ れ ら の 雷

雲 に よ り対流混合が 引 き起 こ され ，通過後 の 大気 は 中

立 な状態 に 近付 い て い る こ と を示 して い る．この こ と

は，第 12図 の 湿球温位分布 に よ っ て も， 1 番目 と 3 番

目の 時 間帯の 直後に 等湿球温位線 が 立 ち 上 が り，6｛〕O

hPa 高度付近 で は 下 か ら押 し上 げた よ うな形状 を し

て い る こ とか らも理解 さ れ る． 2番目の 時間帯中，23

日 0 時 に
一
時的に SSI

，。。 が 負 と な り不安 定な場 で あ

る こ と を 示 す の は，第 12図中 こ の 時刻，700hPa 付近

に 寒気 が 存在 して い る た め で あ る 。

8 ．まとめ

今回の 観測期間中 に発現 し た 3 つ の 雷活動が 活発 な

1627 　23　」o 〔 ．　1992

第 9 図 第 7図 と同様，た だ し，1992

　　　 年 1月 23日 16時 27分 の もの．

時間帯 は，そ れ ぞ れ い くつ か の 特徴 を 示 し て い る．ま

ず第 1番 目の 時間帯 は，天気図上 で 解析 され て い る シ

ノ プ テ ィ ッ ク ス ケ ール の 寒冷前線通過 の 初期 に 相当す

る． こ の 時間帯は ， 観測期間中最 も雷活動 が 盛 ん で あ

り ， 22日 8時 か ら14時 まで 継続 して い た．こ の 時間帯

の 前半 に お い て は 未 だ 気温 も気 圧 も低 下 し て お ら ず，

10時頃 か ら気圧 の 低下 が 見 られ ，そ の 後 15時 か ら気温

も低下 し た ，こ の 時，当初能登半島 の 付 け 根 に あ っ た

収束域 は 次第 に 南下し て い る （第6a ，　 b ，　 c 図）．湿

球温位 の 分布 （第12図）に よれ ば，対流 に よ る混合 は

高度 600hPa まで 到達 して お り，こ の時間帯に は 局所

的 に 不安定な領域 も存在 し て い た ．レ ーダー
エ コ

ー
に

よれ ば（第 7図），こ の 時間帯の 初期 に は 大 き な帯状 の

エ コ ーが 現われ，最 も対流活動が盛 ん で あ っ た こ と を

示 して い る，こ の 時間帯 の 末期 に は小 さ な エ コ
ーが 多

数 現 わ れ ，ヒ ョ ウ紋状 に な っ て い る，

　 2番 目の 時間帯 は 寒冷前線通過 の末期に相当し，気

圧 の 低下 は見 られ ず振 動 し て い る だ け で あ る．ア メ ダ

ス に よ れ ば ， 地上 の 収束域 は 停滞 した ま ま で あ っ た．

上 層の 北風成分 が 次第 に 大 きくな る と い うこ と か ら収

束域 は 確認 され る が ， そ の 到達高度は 700hPa 程度 で

あ り ， 前者と比較す る と か な り低 い （第 10図）．湿球温

位の 分布 （第12図） に よれ ば
一

部不安定域 も存在 し て

い る が ，下 か ら押し上 げ られ て い る よ うな 様子 は 見 ら

れ ず，対 流活動が あ ま り活発 で は な い こ と を示 し て い

る．こ の 2番 目 の 時間帯 が 始 ま る 直前 に 能登半島西岸

で の み 東風成分が卓越 して い る （第6f 図）。ま た，こ
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第10図　 ヒ層風 の 南北 成 分 の 鉛 直 分布 の 時間 変化．図中の 数字 は 北風成分 （m ／s）を表

　　　　す．負符号 は 南風成 分 を表 す．図 の 下 に 字 ノ 気 に お け る ア メ ダ ス の 地上 風
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第 11図
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上 層風 の 東西 成分 の 鉛直分布の 時間変化．東風 成 分 を正，
で 表わ し，単位 は m ／s で あ る．そ の 他 は 第10図 と 同様．
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　 第13図　シ ョ ワ ル タ
ー

イ ン デ ッ ク ス の 時間変化．
　　　　　SSI，，， とSSI，。。 は そ れ ぞ れ ，850　hPa と

　　　　　700hPa 問 の，85  　hPa と 500　hPa 間 の

　 　 　 　 　 シ ョ ワ ル タ
ー

イ ン デ ィ ク ス を表 す．地 ヒ

　　　　　電界 値が 大 き くな っ た時間帯 と発雷 の 時

　　　　　刻 を第 5 図 と 同様 に 表 す．

の 東風成分 の 到達高度 は 900hPa 程度 と低 い こ とか

ら （第 11図）， この 風は局地風 だ と考え られ る．寒冷前

線通過宋期 の ，あ ま り収束 が 活発 で な い 時間帯の 中 で，

こ の 局地風 に よ り大気下層 で の み 収束域が形成 さ れ，

こ れ に 刺激 さ れ て 2番 目の 雷 は 発生 し た もの で あ る と

推察 し て い る．

　 3番 目の 時間帯に は地上気温 はほ とん ど変化 せ ず，

寒気団の 中で 発達 した 雷 の よ う に見え る，しか し，局

所低圧部 を と もな い ．地上 の 収束域 も存在，南下 して

お り （第 8図），上 層風 も南風成分 か ら北風成分 に 短期

間に 変化 し て い る．湿 球温位を見る と ， 地表面付近で

は ほ と ん ど変化 し て い な い が ，900hPa か ら 650　hPa

間 の 気層 に お い て は 時間 と と もに 急速 に 低下 し て い

る．こ れ ら の こ と か ら ， この 時間帯 に は地上気温変化

は 小 さ い が ，上 空 で は は っ き りと確認 さ れ る気温 の 不

連続線が通過 して い る もの と考え る，しか し，こ の 時

の レ ーダーエ コ ーは層雲系 の も の で あ る の で （第 9

図〉，第 1 番 目の 時間帯 に 比 べ る と対 流活動 は あ ま り活

発 で はな か っ た よ うで あ る．

　以 上 の こ と か ら，地 上 電界値が大 き な値を 示 す こ れ

ら 3 つ の 時 間帯 に は，天気図上 で の 前線 が 解析 され て

い な い 場合で も，風 の収束域，もしくは 気温 の不連続

線が対応 して い る こ とが 分 か っ た ．こ れ らの 風 の 収束

域や気温 の 不連続線 を 予測す る こ と に よ り，雷 の 発生
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を予測す る こ とが で き る よ う に な る と考えられる．
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第 13回風工 学シ ンポ ジ ウム開催 と発表論文募集

〈共催〉電気学会，土 木学会，日本気象学会，日本建

　　　　築学会，日本鋼構造協会，日本風 工 学会 （幹

　　　　事学会）

期 日 平成 6 年 11月30日 （水 ），12月 1 日 （木），

　　　　 2 日 （金〉（予定）

会 場 日本学術会議講堂

発表論文 の 募集

（1｝課題

　（a ）風 の 性質，（b）環境 と風，（c ）風災害 ， （d）気流 ・風 圧 ・

　風力 お よ び そ の 制御，（e ）構造物の 応答 お よ びそ の 制

　御，（f）耐風設計 ， （9＞計測 方法 ・風洞実験法，（h）数値

　解析法，（i）そ の 他，風工 学 に 関す る も の

  応募論文原稿

　 1）フ ル ペ ーパ ーに よ る 査読が行 わ れ る．採否 の 判

　　　定 の 基 準 は査 読 つ きの 専門学会誌 ・技術誌 （例

　　　 えば，共催学協会 の 論文集） と同程度 とす る．

　 2 ）ペ ージ数は 6 ペ ージ以内 （和文論文 で は英文概

　　　要 な ど を含む）の 偶数ペ ージ とす る．

　 3 ）英文論文 も可 とす る．

　 4 ＞ ワ
ープ ロ な ど に よ っ て オ フ セ ッ ト印刷用完成原

　　　稿 （フ ル ペ ーパ ー）を作成す る．和文，英文 の

　　　場合 と も投稿要領 に 記載の執筆要領，体裁規則

　　　 に し た が っ て 作成す る ，

　 5 ＞登載が認め ら れ た場 合10，0DO円の 登載料 を負担

　　　 す る．

　 6＞別刷50部を無料進呈す る．別途注文 は受 け 付 け

　　　 な い ．

  投稿要領

　 原稿 用紙 の請求先 お よ び 原稿提 出先

　〒 106 東京都港区六本木7・『22−1

　　　　東京大学生産技術研究所　村上研究室内

　　　　第 13回風 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム 運営委員会事務局

　　　　 TEL 　O3−3401−7439　FAX 　 O3−3746 −1449

（4）原稿提出締切 日

　平成 6 年 5 月31 日 （火） （必着）．締切 り後，た だ ち

　 に査読作業に入 る の で 延期 は
一

切認 め られ な い ．原

　稿 はオ フ セ ッ ト印刷用原稿 （B4 版フ ル ペ ーパ ー）

　 の コ ピー （A4 縮小版） を提 出 す る．
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