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＊

川　村 宏
＊ ＊

　ヤ マ セ は ， 北日本の冷害 と と も に語 られ て き た ．下

層雲 を 伴 っ て 吹 く冷湿 な 偏東風 で あ る ヤ マ セ は ， 米作

に と っ て 最 も重要 な梅 雨 か ら 盛夏 へ と 向 か う時期 に 発

生 す る．気温を著し く低下 させ ， 日 照 を妨げ て ， 米の

実 りを阻害す る， こ の 現象 の 解明 は，明治以来，日本

の 気象を研究す る者 に と っ て の 重要課題 で あ っ た，昭

和の初め に頻発 した 冷夏 と北 日本の 冷害を機 と し て ，

岡田武松博 士 の リーダー
シ ッ プ の も と，中央気象台 が

ヤ マ セ の 観測 ・研究体制 の 整備 を行 っ て い る．また ，

日本 の 農業政策 に も大 き く影響 を与 え，そ の 後，低温

に 強 い 稲 の 開発が精力的 に 進 め られた．

　1993年 に 発生 した ヤ マ セ は北 日本 に 深刻な冷害を も

た ら し，日本 の 社会 に も大 き な 影響 を 与 え，人 々 の 注

目を集めた．我 々 は，それ を 「
’
93年 ヤ マ セ 」と呼 ん で

い る，米 の 凶作が 明 らか と な っ た 同年11月 ，岩手県 大

槌町 の 東京大学海洋研究所 臨海研究 セ ン タ
ー

に お い て

「ヤマ セ 研究 の 過去 ・現在 ・未 来 （川村，1993）」 と題

す る シ ン ポ ジ ウ ム が 開催さ れ た ．こ の気象研究ノ ート

は，そ の シ ン ポ ジ ウ ム で 発表 さ れた内容 に 基 づ い て 構

成 さ れ て い る．大槌町 で 行 わ れ た シ ン ポ ジ ウ ム の 目的

は ， そ れ ま で の ヤ マ セ研究を総括 し ， 我々 の 現時点で

の ヤ マ セ に 関す る理 解 の 程度を把握 し，今後の 研究 の

方向を探 る こ と で あ っ た．そ れ は ，同時 に こ の 気象研

究ノートの発刊の 目的で もあ る．こ の気象研究ノート

が，今後 の ヤ マ セ 研 究 に 幾分 か で も貢献 で き れ ば ，望

外の 喜びで あ る．

　本気象研究ノートの 第 1章で は，局地風 ヤ マ セ をよ

り大 きな ス ケー
ル で 展開す る気象現 象 の

一
部 と して 捉

え直 し，ノ ート全体 の 序 とした．第 2章 で は，ヤ マ セ
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榊 Hiroshi　Kawamura ，東北大学理 学部附属大 気海洋

　 変動 観 測 研 究 セ ン ター．

◎ 1995　 日本気象学会

に関す る気象学的研究の 歴史に つ い て和田英夫博士 に

解説 し て い た だ い た ．ヤ マ セ と東北地方 の 冷 害 と の 関

わ りに つ い て ，第 3 章 で ト蔵建 治博 士 に 記述 し て い た

だ い た ．第 4 章で は ， 局地風
“
ヤ マ セ

”
の 陸上 に お け

る諸特性の 研究に つ い て ，井上 君夫博士 に レ ビ ュ
ー

し

て い た だ い た．ヤ マ セ 現象 に お い て 大気境界層中で発

生 す る雲や 霧は極め て 重要な要素で あり，し か も そ れ

に 関す る 洋 上 で の 情報 は あ ま りな い ．ヤ マ セ の 下層雲

の 物理過程 に つ い て，第 5章 で 児 玉 安正博士 に解説 し

て い た だ い た ．

　 1960年代 か ら本格 的 に は じま る 高層観測資料 の 解析

は，オ ホ ーツ ク海高気圧 と大気大循環場 と ヤ マ セ 現象

と の 関連 に つ い て 多 くの こ と を 明 ら か に し た．ヤ マ セ

に 関連 す る オ ホ
ー

ツ ク 海高気圧 の 総観 的特徴 に つ い

て ，加藤内蔵進博 士 に レ ビ ュ
ーして い た だ い た （第 6

章）．ヤ マ セ を海 上 の 冷気塊 の 振舞 と して 抽 象化 す る

と，地球．上 の 流体 の 力学 的な共通部分を抽 出 で き る．

そ の地球流体力学的な側面 に つ い て ，第 7章で 木村龍

治博 士 に 解説 して い ただ い た．農業や人 々 の 日常生活

に 大 き な 影響 を 与 え る ヤ マ セ の 数値 予 報技術 は，か な

りの と こ ろ まで 進み つ つ あ る が未だ完成 して い な い ．

そ の 最新 の 状況 に つ い て 永田 雅博士 に 解説 し て い た だ

い た （第 8 章）．ヤ マ セ は 洋上 を吹送 して 東 北地方 や 北

海道の 太平洋岸に 至 る．ヤ マ セ と海洋 との 関係は，古

くか ら 注 目さ れ て い た ．ヤ マ セ と海洋 との 関係 に つ い

て，第 9 章 で 力石 國男博 士 に レ ビ ュ
ーして い ただ い た ，

　下層雲を伴 っ た広域 の 大気現象 の 微物理 過程や，洋

上 で の 振舞 に つ い て ，よ り詳細 な情報 を得 よう とす れ

ば，現在 の 中心的 な気象観測手法 で は 限界 があ る．今

後の ヤ マ セ 研究の新 しい 展開を担 うで あ ろ う と考 え ら

れ る リモ
ー

トセ ン シ ン グ手法 に つ い て ，解説 を加 えた．

十文字正憲博士 に，レ
ー

ザー ・レ ーダ に よ る ヤ マ セ 観

測 に つ い て レ ビ ュ
ーを お 願 い し （第10章），衛星 リ モ

ー

トセ ン シ ン グ に つ い て 川村が解説 した （第 11章）．
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Te1．0423−87−6278

日本気象学会

1995年度秋 季 大 会

1995年10月16日
　 　 　 　 　〜18日
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ア ウ ィ

ーナ大阪

　　　　　　（天 王 寺区）

極域 気候変動 に 関す る
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　　　　　〜10日
ア ラ ス カ 大 学

・

和達国際会議 LOC 委員会

科 学 技 術 庁 研 究交流 セ ン
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一
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