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　 1 ．は じめ に

　横浜地方気象台は，来 る平成8年（1996）8 月 1 日，創

立 100周年を迎 え る，気象台で は職員が 手分け し て 記念

誌 を作成中だ が ，筆者は在職時に ， 2代 目所長 の 朝倉

慶 吉氏 （写真 1 ） の 業績を担当 し た．文献を調べ て い

く中 で，朝倉氏 が神奈川 県ばか りで な く ， 日本の 気象

事業と気象学 の 発展 に 極 め て 大 き な 貢献 を して い る こ

とが分か っ た．朝倉氏は ， 本会の前身 ， 大日本気象学

会 の 機関誌 『気象集誌亅 に ，数多 くの 論文 を掲載 し て

い る の で ，そ れ ら を引用 ・要約す る こ と を中心 に ，全

国 の 気象学会員 の 皆 さ ん に朝倉氏 の業績を紹介 した い

と思 う　（以 下敬称略 す ）．

　 2 ．東京気象台時代 （1882〜 1891＞

　一
水気の 現象，東西両京地震 の 比較研究

一

　 「朝倉慶吉1 と は どん な人物なの か ， お ぼ ろ げで も

知 っ て お ら れ る 会員 は ， 少 な い の で は な い だ ろ うか ，

筆者 も 実 の と こ ろ，記念誌 で 担 当す る ま で は，聞 い た

こ と も読 ん だ こ と もな か っ た の で あ る．

　朝倉慶吉は ， 「気象百年史』（1975年気象庁刊） の 略

伝 に よ る と旧幕臣 とい うこ と で あるが ，そ の 生年や出

身 は定か で は な い ，明治15年（1882）11月 ， 東京気象台

（明治 20年（1887）に 中央気象台と改称 ， 現在の 気象庁本

庁）に 入 り，直ち に 誕生 したばか りの気象学会 に入会 す

る と，機関誌 『気象集誌』第 7号 （明治 16年 （1883）5

月発行）か ら第10号 （同年 9 月発行）まで 4 回 に わ た っ

て ，「水気 の 現象」の 標題 で 大気水象 に つ い て解説 して

い る こ と な どか ら考 え れ ば，早 くか ら学問的素養が豊

か で あ っ た もの と推測 さ れ る ，

　 「水気 の 現象」 は，露 ・霧 ・雲 ・雨 に つ い て ， そ の

成因や 性質，天 気 との 関係な ど に つ い て 外国 の 論文 を

＊Keikichi　Asakura’s　achievements ．
纏 Masao 　Tomita，元横 浜 地 方 気 象 台．

◎ 1995　 日本気象学会

写真 1　朝倉慶吉氏 （気象集誌第 2輯第 2
　 　　 巻第 3 号（1924）よ り）

参考 に して 解説 した もの で あ る．現在 か ら み れ ば，雲

や 雨 に つ い て は正 確で は な い が，気象業務が 始 め られ

た頃 の 現象 の解釈 として 興 味深 い ．例 えば，巻積雲 は

巻雲が繊維状組織を失 っ て 畳積 した もの で す じ雲 と称

し ， 巻層雲は巻雲よ りも稠密な 細糸の 小帯状 を して い

る も の で う ろ こ 雲 と称す る と し て い るが ，現在 はす じ

雲 は 巻雲，うろ こ 雲 は 巻積雲 に分類 す る．ま た，積層

雲 は現在の積乱雲， 巻積層雲は現在の 乱層雲ら し い ．

雨 に 関 し て は ，大気 の 温度 が 下 が っ て 水蒸気 が 凝結 し，

自分の 重 さ で だ ん だ ん降下し ， そ の際互 い に付着 し て

雨滴と な っ て地上 に 落ち て くる，と ほ ぼ 妥当な解説 を

し て い る が
， 雨に先だ っ て晴雨計が下降す る の は ， 大

気圧力の減少す る こ とで ，そ の 原因 は 大気中の 水蒸気

が 凝結し て 大気中 の
一

部 を占 め る か ら だ と し て い る，

　 こ の ほ か ， 皇 居の新営に関 して ， 東京 と京都の地震

活動の 比較 も行 っ て い る．
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　 3 ．徳島測候所時代

　
一

徳島県の気象事業を創立 ・徳島の気象特性一

　明治 24年（1891）4 月 1 日 ， 徳島測候所が創立 さ れた

際，所長 が 専門技術者で なか っ た た め，県の要請で，

中央気象台か ら気象主任 と し て 派遣 さ れ た の が 朝倉慶

吉 で あ っ た．朝倉は，測器 の 設置，観測 ， 技術指導，

官署運営の 全般に わ た っ て 担 当し，徳島 県 に お ける気

象業務の拡充に貢献し た．そ の か た わ ら， 調査研究 も

精力的 に 行 い ，気象集誌 に ，徳島県 の 雨量 や 風水害，

雷雨 ， 高波 ， 天気などの調査報告を多数投稿 して い る，

　明治 28年（1895）に 発表した 「徳島の 雷雨」は，測候

所創立 の 明治 24年か ら同27年 まで の 約 4 年間 の 観測結

果 を ま とめ た も の だが，雷 に関す る 伝説 を検証 し，「徳

島の南方，和田 岬 （和田 ノ 鼻 の こ と か ？）方面 よ り来

る もの は劇烈に して雨多し」は成立 す るとして，明治

24年 （1891） 8 月 2 日の 雷は 427．3mm の大雨 を伴 っ

た と い う例を示 し て い る．そ して ，低気圧が九州地方

また は南海岸及び四 国地方 を覆う と き発生す る 雷 が 多

く，また大雨 も多 く，殊 に 低気圧 の 東面 に 発生 し た も

の は雨量が非常に多 くな る と述 べ て い る．

　明治 30年 （1897）に 発表し た 「徳島今後の 天 気」は，

農業関係者を前に した講演 の 要 旨だ が，短期 の 予報 は

容易だ が ，長期の 予報は容易ならざ る もの で，従来 の

経験 と統計 の 結果が重要だ と して い る．

　 4 ．神奈川 県測候所時代 （そ の 1）…明 治 30年代

　　　（1897〜1906）

　一
暴風警報 ・天 気予報を開始，産業気象 も推進

一

　神奈川県測候所創立 2年 目の 明治30年 （1897）6 月 1

日 （5月 27日 と い う記録 もあ る ），大塚信豊 の 後を継 い

で ， 2代目所長に就任し た朝倉は，県内 の 気象観測網

を展 開 し，暴風警報や 天気予報を開始す る など，業務

の充実 ・発展 を推進す る と と もに ，数多 くの 調査研究

を行 い ， 現象の解明や災害の減少 に努力 した．こ れ ら

の 調査結果 は 『神奈川県測候所報告』を印刷発行 して

県内に配布し，ま た，気象集誌 に 精力的 に 投稿 し た．

　 こ の時期の調査研究の 対象 は，神奈川 県下 に 災害 を

もた ら した 暴風雨 や 高波，大雨 や 洪水 な ど は勿論 の こ

と， 県内の 気候の特性な どの ほか ，横浜港 内の海水温

度，明治 33年（1900）頃か ら は海苔 と気象と の関係，同

34年 （1901）頃か らは煙草 と気 象 との 関係 の 調査 が 始 ま

り，また ，稲作 と気象と の関係に つ い て も調査す る な

ど，多方面 に 広 げ られ て い る．

　 「海苔 と気象 との 関係」は，明治33年 （1900）に 初 め

て発表 され，以後朝倉の 没す る大正 12年（1923）ま で調

査 は進め られた．以下に明治33年論文 と同44年論文の

要旨を まとめて 紹介す る．

　浅草海苔 は，もともと江戸川 に よ る淡水の豊富な葛

西 や 品 川 が 本場 で あ る が ，神奈川 県下 で は 六郷川河 口

の 大師河原や，鶴見川河 口 の 潮田 で ， 明治 4 年頃か ら

作 ら れ る よ う に な っ た とい う．海苔 は 年 4 回発育す る

が，第 1期 は秋芽，第 2期 は冬至芽 ， 第 3期は寒芽 ，

第 4期 は彼岸芽 とい う．気象要素で 海苔の生育 と関係

が 深 い の は ， 気温 と雨量 で あ る．雨量 は 作付け場所 と

地勢 に よっ て
一

様 で は な い ，川 が 大き く， 淡水 の供給

が 多い 大師河 原 は，あ ま り多量 の 雨 を必要と し な い が ，

川 の 小 さ い 潮田 は多雨が 良い ．そ れ は ， 海苔が良 く発

育し，良品 を産す る の は，潮水 と淡水 が 相戦 う所だ か

らだ と い う．温度 は地域に よ っ て 異な る こ と な く， あ

ま りの 高温 は生育 の 大敵 で あ り，あ ま りの低温 も良 く

ない ．下等品 は寒冷よ り温暖が 良 い が ，上等品 は 温暖

よ りも寒冷 が 望 ま し い ，た だ し ， あ ま り低温 に なれば

生育 し な い ，な どの 結論 をだ して い る．

　こ れ らの 調査は ， 大師河原村や潮田 村の海苔生産者

の 協力 を得 て 行 っ た もの で あ る．

　 「煙草 と気象 との 関係」 に つ い て の 調査 は，明治 34

年（1901）か ら始め られ て い た が （測候所報告発刊），

気象集誌 に掲載され た の は明治 41年 （1908） が 最初で

あ っ た．そ の 要旨を以下 に 紹介す る．

　煙草 は，播種 し て か ら移植す る まで は ， 寒冷や晩霜

があっ て も人工 で概ね防護 で きる．移植後，気候 は順

調 で な くて も， 7 月の 土用前か ら土用中の 成熟期 に，

気温高 く，雨量 が 少 な く な け れ ば，回復の 望 み は十分

に あ る．成熟期 に お け る 気候 こ そ そ の 豊凶 を 左右 す る，

8 月 か ら 9 月 上旬 は ， 気 温 高 く，雨量が少 な い こ と が

必要だ．煙草 の 病害 は気温 が低 い と き に発生 す る．生

育上雨天 の多い こ と は 憂 える こ と で はな い が ，あ ま り

に 多 けれ ば香味を減 じ ， 葉が 薄 くな る，干天 が 持続す

れ ば，葉 は 開暢 で きず厚 くな り味 も辛烈 とな る．色沢

は 採収期 に お け る降 雨 の 多少 に左右 さ れ る．乾燥期 に

雨 が 多い こ と は最も い け な い こ と で あ る．

　 こ れ ら煙草 と 気象 と の 関係 に つ い て の 調査 は ， 秦野

専売支局や東京専売支局横浜出張所 の 技術者 の 協力 を

得 て 行 っ た もの で あ る．
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　 5 ．神奈川県測候所時代 （その 2 ）…明治 40年代〜大

　　　正 前期 （1907〜1917）

　
一

赤潮 ・凍雨 ・南西強風… と八 面 六 臂 の 活躍
一

　朝倉 は，こ の時期，海苔 ・煙草 と気象と の 関係の調

査 を続 けな が ら，赤潮調査 を始 め る な ど，産業気象 に

精力的に取 り組み ， 更に ， 「凍雨」や 「塩風」， 「急風」

な ど，純気象学 の テ ーマ に も取 り組ん で い る．

　明治40年（1907）9 月初め ， 東京湾に大赤潮が発生 し ，

魚介類 に 大き な被害が 発生 し た ．これ は，朝倉が 明治

38年 （1905）発行の気象集誌で ， 牡蠣が赤潮で被害 を受

け た と の調査報告を読み，横浜港で赤潮を監視し て い

た矢先 の こ と で あ っ た．朝倉 は，赤潮 の 発生 日 と消滅

日並 び に そ の 間の濃淡 と そ の時刻に よ る変化 ， 色 ， 臭

気，発生何日後 に 魚介類 に 被害 が 出 た か な ど を調 べ ，

ま た ， 赤潮を汲み取 っ て 温度 ・比重 を計 り ， 顕微鏡で

原因生物を調べ る こ と に よ り，赤潮発生 の 気象条件 を

明 らか に した （ペ
ージ 数 の 関係 で 内容省略）．

　凍雨 に つ い て は，気象集誌第27年 （明治 41年 （1908）

発行 ）誌 上 で ，佐藤順
一

（高層気象 の 大家 ・山岳気象

の 創始者 で，後 に 気象学会名誉会員 に 推 さ れた名士だ

が，当時 は 30代 の 少壮気鋭 の 筑波山気象観測所長 だ っ

た ）及び神田選吉 （工 学 士 と な っ て い る が詳細不明）

と論争 に な り，岡田武松 （後 の 中央気象台長 で，当時

は 中央気象台技師 ・予 報課 長だ っ た ） も加わ っ て，激

烈 な もの とな っ た．すなわち，朝倉が 明治 41年 1 月15

日 に ，横浜 で 凍 っ た 降水 を観測 し， こ れ を 「凍雨」 と

名付けた ら ど うか と提案 した ．こ れ に対 し ， 佐藤は，

そ れ は 霰 の
一

種 で あ り，強 い て 新語 を使 う必要 はな い

と批判 した ．朝倉は反論の 中で ， 凍雨は 岡田 の い う「氷

雨」と同 じ現象で ，霰 と は 異 な る と述 べ た こ とか ら，

岡 田 が 論争 に 加 わ り，岡 田 も霰 と凍 雨 は 異 な る もの だ

と佐藤に反論し た ．更に ， 岡田 と佐藤の間に少々感情

的 な や り と りが 数回あ っ て ，結局 「凍雨」 とい う気象

用語が確定 した の で あ る （ち な み に凍雨は雨滴が 降っ

て く る途中で凍結し た も の で，驟雨性降水 と し て は降

らず，一
方，霰 は 驟雨性降水 で あ る ）．

　 塩風 に 関 す る 論文 は，気 象集誌第 32年 （大正 2 年

（1913））に 掲載さ れ た ．台風 な ど暴風 の 際 降雨 が 伴

わ なか っ た り，降雨が断続 して 雨量が少な か っ た場合，

樹木草花，稲作蔬菜が赤 く枯れ る の は，海水 の 塩分が

付着蒸発 す る た め で あ る と，過 去 の 台風襲来時 の 状況

か ら論 じて い る．こ の 時点 で は，塩風 の 言葉 は，まだ

一
般化 して い な か っ た よ う で あ る．

　 「横浜 に 於 ける昨今 の 急風」は，気象集誌第 26年 （明

第 1図　乙 字型 等圧線 を示 す天 気図 （明治39年 12月27

　　　 日午後10時〉．8時間後の 28日午前 6時，横浜

　　　 で は南西 2 ．1m ／s の 強 風 が 吹 い た．

治 40年 （1907）） に掲載 さ れ た ．こ れ に は，気圧 上昇 ・

気温下降 を伴 う北東風 の 外 ， 気圧低下 ・気温 上 昇 を伴

う南西 の 強風 が あ り，後者 は 「乙字形等圧線」 の とき

に 発生 す る と し て い る．前者は，局地的な 現象で，発

生前 に 黒雲 が 天 を覆 い ，時 に 降雨降雹 を伴 う と して い

る の で，雷 雲 に 伴 うガ ス ト フ ロ ン トで あ ろ う．後者 は，

口本海 ま た は東北地方を東進す る低気圧 か ら南西 に伸

びた寒冷前線 の 接近 に 伴 う南西強風 で あろう。乙字型

等圧線 と は ， 西か ら東に伸びて き た等圧線が 急 に南に

屈曲し，更 に 東に伸び る形を 乙字 とみ な し て名付けた

もの で あ る （第 1 図）．横浜 の 南西強風 は，乙 字が横 浜

の 西方に形成 され ， 乙字の 中腹の 東方に位置す る と き

発生す る と し て い る ．

　 6 ．神奈 川県測候 所時代 （そ の 3 ）…大正 後期

　　　（1918〜1923）

　
一 ビ ャ

ーク ネス に注 目， 寒冷前線を認識
一

　赤潮 に つ い て は，大 正 7 年 （1918） の 測候所報告 が

最後 の ようで あ る が，海苔 と煙草に つ い て は，関東大

地震直前ま で 調査 を続け て い る．

　気象集誌上 で は，大 正 8 年 （1919）に 「横浜 の 南西風」

と 「相模湾 の 高浪」，大正 11年 （1922＞ に 「乙字形低気

圧 」 を投稿 して い る．

　 「乙字形低気圧」 とは，既 に述 べ た乙字形等圧線 の
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西か ら伸 びて南に折れ更 に 東 に 伸びる部分を胸部 と名

付け，そ の胸部が突出し細小 で あ る 場合に は，低気圧

と同 じ働 きをす るの で，そ れ を乙字形低気圧 と命名 し

た い と し た もの で ，多 くは 甲武両野方面 （関東内陸部）

に 形 成さ れ る と し て い る． こ の場合 ， 横浜で は南西強

風が吹 き，時 に は毎秒 20メ
ー

トル 内外 に 達す る と い う．

この 中で，朝倉が ビ ャ
ーク ネ ス の 「寒暖両空気の南北

突入」説 に 類似 して い る と述べ て い る よ う に ， これ は ，

今日 か ら見れ ば ， 顕著な 寒冷前線 の 接近 を意味 して い

る もの と筆者 は考 える．

　 ま た ， 大 正 8 年 （1919）と12年 （1923）に は，「株虹」

（別名 「三 股」） に つ い て 投稿 し て い る．株虹 と は ， 木

の 切 り株か ら芽が出 て い るような，ある い は三 股 の よ

うな形状 か ら名付 け られ た もの で，これ は ， 太陽の 没

す る 反対側，す なわち南東 の 地平線か ら立 ち上 っ て い

る 淡紅色 また は紅色の Anti　solar 　ray で ，虹 と は 異 な

る もの と述 べ て い る．海事関係者 は，これ が 現 れる と

1週 間以 内に暴風 が襲来 す る と言 っ て い る が ， 3か 年

の 観 測 で は 7 ・8 ・9 月 に強 3 ・弱 6 ・微 8 の計17回

出現 したが，暴風 の 前兆 と は確か め られ な か っ た と い

う．『新版気象の事典』に よ れ ば ， 「株虹 」 と は 「頭部

が 雲 に お お われ て 見 え な くて ， 足 の部分だ け が ほ と ん

ど地 面 に 垂直 に 立 っ て み え る 虹」 と し て お り，朝倉の

三股の イ メージ と違 うよ うに感 じられ る．な お ，Anti

solar 　ray と は 何 か よ く分か ら な い が ， 「太陽光線 を反

射 し た もの 」 とす れ ば，や は り虹 で あ ろ うか ．

　 こ れ らの 外，こ の期は暴風 関係 の 測候所報告 も多 い

が，地震火山 に 関す る も の が 目立 っ ．こ れ は，関東大

地震の前に ， 箱根火山 の活動 や，神奈川県周辺 の 地震

活動 が活発 だ っ た こ と を 反映 し て い る．すな わ ち，大

正 11年（1922）4 月26日に 東京湾岸 の 木更津付近を震源

とす る地震 （M6 ．8）が発生 し，東京 ・横浜 で 死者 が で

た ほ か ，レ ン ガ 造 や 石造 の 建造物が か な りの被害を受

け，ま た，相模 ・甲斐国境付近 で もやや強 い 地震 が 発

生 し て い た ．世 間 で は，大地 震を 心 配 す る声 も あ っ た

ようだが，朝倉は，「破壊的大地震 を起 こ す が如き こ と

な か る べ し とは 地震学者の説 く所 な り」（測候所報告大

正 11年（1922）7月） と述べ
， また ， 東京大学地震学教

室 の 大森房吉教授 の 説 を紹介 する （測候所報告大正 11

年 （1923）1月〉な ど して ， 不安 を静 め よ う と して い た

ようで ある．

7 ．痛ましい震災死

こ の ように ，朝倉は多方面に わ た る測候所報告を多

数刊行 し（現存 し て い る もの は 168冊），気象集誌 に83編

の論文 （雑 録，雑報な ど 17編を含む，後掲
一

覧表参照）

を掲載し ， 気象事業 と気象学の 発展 に大 き く貢献 した．

　 しか し，大正 12年（1923）9月 1 日 に発生 した関東大

地震の 際 ， 不運 に も測候所 に 隣接す る港務部 に 出か け

て い て，建物の倒壊に遭遇 し， 痛 ましい 犠牲 とな っ て

しまっ た．もし， こ こ で 犠牲 に な ら な か っ た ら，気象

事業 と気象学の発展に もっ ともっ と大 きな貢献 が でき

た か と思 う と，惜 し ま れ て な ら な い ．

　最後に ， 気象集誌第 43年第 2 輯第 2巻第 3 号 （大正

13年（1924）3 月発行）に 掲載さ れ た 追悼文 を転載 し，

締め くく り と した い ．

　　　　　　　　 追 弔　Obituary

　　　　　　　　 朝倉慶吉君略伝

　大正十 二 年九月
一

日の 大震災 に 依 る損害は我気象事

業上 に於 い て も決 して 少々 で は なか っ たが，其 中 で も

我朝倉君 を失 ふ た事 は最 も悲 し い 事で あ る．當時君 は

港務部に居られた が ，其建築は古い 煉瓦作で有 っ た為

に忽ち 崩壊 し，君 は其下敷 とな り，助 ける方便 もな く

間 もな く猛火 に 焼 か れ て 仕舞 っ た ．余程経 っ て か ら発

掘 したが，す っ か り灰 に な り只其時計 の 鎖 と帯革 の 尾

錠 に よ りて 夫 と確認 せ られ ，十 二 月九日 に 本郷 の 某寺

で 葬式 をす ませ た ．次 に 掲げ る の は其際の 岡田 気象台

長 の 弔辞 の
一

節 で あ っ て，借 りて 以 て 君 の 略伝 と す る．

　前略　朝倉さ ん は実 に我気象界 の 元老 の
一

人 で あ り

ます．始 め て 本事業 に 従事さ れ た の は明治十五 年十
一

月 で あ り ま し て 内務省地理局 に 属 し て 居 っ た東京気象

台 が 麹町代官町 に移 っ た當時に奉職さ れ る事 に な りま

した．夫れ は 今 か ら四十二 年の 昔で あ り ま す．夫 れ か

ら九年経て明治二 十四年徳島測候所 が 創設 せ られ ま す

際 に 気象主任 と し て赴任せ ら れ 同所を経営 せ られ六年

後明治三 十年五月 か ら神奈川県測候所長と し て赴任せ

られ て今 日に及ばれ ま し た．此四十有二 年間に朝倉さ

ん が 気象事業 の 為 に 尽 くさ れ た功績は誠に 尠少で は あ

りま せ ん ．徳島測候所 を創設経営 せ られ た 頃 は 未 だ 此

事業の 初期で あ っ た為に其御苦心 も並大抵で はなか っ

た 事 と伺ひ ました．又横浜 に うつ ら れ て か ら の 各種の

事業や調査研究は極め て 沢山あ ります．純気象学的 の

研究 に は所謂 乙字形等圧線の 発見が あ り ま す．其當時

は 人 々 が只何だ か 変 な もの だな と云 ふ て 居 られ た様子

で あ り ま す が ，今 日 に 於 て 見 ますれば此両 三 年来有名

に な っ た 陣風線 の 研究 を 既 に 其頃着手せ ら れ た もの で

あ りました．又株虹 とか 雪雲 とか色々 な新観察を下さ

認
“
天 気

”42．11．
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れ た も の も あ り ， 又 凍雨や木氷 ， 霧淞等に 就 て 文字の

考証 を さ れ た事 も あ り ます ．朝倉さ ん が
一

番力を入 れ

られ た の は勿論予報，警報の 事業で あ りましたが余力

を 以 て 農業や漁業 と気象と の 関係 に 就て も大 に 調査 せ

られ ました．秦野煙 草 と気象 と の 関係，稲 の 開花期 と

温度 との 関係，苗床の保護法等色々 有益な調査 を発表

せ られ又東京湾
一

帯 に 発生 し た 沿岸 の 魚族 を 斃死 せ し

め た 赤潮に つ い て は前後十回に 亘 りて調査 を発表せ ら

れ 此方面 で は
一

の 権威で あ り ま した ．又海苔 と気象の

関係 も綿密 に 調査 せ られ其報告は十編の多 き に 上 っ て

居 り ます ．此外高浪や海水温度や海鳴や種々海 に 関 し

た 調査 が 沢山 に あ り，実 に 総 て の 報告論文 を数へ れ ば

気象集誌に納め た丈で も約六 十編に達 し其他神奈川 県

測候所報告 と し て 公 表 せ られ た 分迄加 へ る と凡 そ 百編

に 達 す る の で あ りまして 是 に 見 て も如何 に 学問及事業

に 忠 実 で調査及研究 を生命 と し て居 られ た か 〉
“
分 りま

す，地震及噴火 に 関し て は 毎 々 頭 を悩 まされ大森博 士

と共 に 箱根山 の 研究踏査 を幾度 もな し，又丹沢山塊 の

地震に は余程特別な注意 を払 っ て居 られ ま した ．後略，

謝 　辞

　 こ の 文 を書 くき っ か け を与 え，協力 し て い た だ い た 横浜

地 方 気象台 百 年誌 の 企 画 編 集 を担当さ れ た 前 ・現 の 防災 業

務課長 水 沢 和夫 氏 ・谷 正 之 氏 ，赤潮 に つ い て 教 示 され た 気

象庁海洋課 の 神谷 ひ とみ氏 ，資料 の 収集閲覧に 便 宜 を計 っ

て い た だ い た 気象庁図書資料管理 室 の 竹 田邦子 氏，横浜地

方気象台 の 中村敏夫氏，京都地方気象台の 宮崎晴夫氏 ・今

井俊
一

氏 （現大阪管区気象台）・淀三 男氏 ， 徳島時代の 情報

を寄 せ られ た徳島地 方気象台の 故 山 冂 繁光 氏 ・岸 谷 至 教 氏

に 感謝 の意 を表 す る．また ，徳島時代 に つ い て はサ ン ケ イ

新聞 1968年 3 月 2 日号徳島版を，関東大地震 に つ い て は 石

橋克彦著 「大 地 動 乱 の 時代」 を参考 に させ て い た だ い た．

さ らに，気象庁予報部予報課の 永沢義嗣 氏 に は，本文 を ま

と め る に あた っ て 種 々 ご指導 をい た だ い た ．併せ て 御礼申

し上 げ る ．

気象集誌掲載論文類
一

覧（標題，年一
号 （西 暦発 行年〉，ペ ー

　 ジ の 順 ）

（1）東京気象台時代

・水 気 の 現象，7 （1883），25〜30，
・水 気 の 現 象 （承 前 ），8 （1883），15〜18．
・水気の 現 象 （承前）．9 （1883），11〜18．
・水気の 現象 （前号 ノ ツ ヅ キ ），10 （1883）， 1〜7 ，
。東西両京地震の 比 較 ， 8 − 2 （1889＞， 81〜90．
・明 治23年 1 月 7 日信 越 地 方 地 震 の 記 ，9 −3 （1890），

　 171〜185，

・地 震 後 ノ 天 気 二 就テ ，
10− 2 （1891 ），79〜90．

（2）徳島測 候所時代

。徳島 ノ 雨 量 二 就 テ （雑報），11−4 （1892），178〜183．
・辨客難 （海嘯 と膨浪）（雑録），11−12 （1892），528〜532．
・徳島県風水災

一
班（未完）（雑録），12− 2 （1893）， 67〜73．

・
徳島県風水災

一
班（承前）（雑録），12−一　4 （1893），151〜160．

・徳島 ノ 雷雨 （雑録），14− 8 （1895），420〜427．
・徳島 ノ 雷 雨 （承 前）（雑録），14− 9 （1895），455〜 459．
・徳島近 海 ノ 高 浪 （雑 報 ），14−10 （1895），525〜527．
・徳島今 後 ノ 天 気 （雑 録 ），16− 4　（1897），178〜184．

（3 ）神奈川県測候所時代 （そ の 1 ）

・最 高 寒 暖 計 二 就 テ ，16−9 （1897 ），425〜429 ．
・海苔 ト気象 ノ 関係 調 査概 要，19−4 （1900），208〜214．
・海苔 ト気象 トノ 関係，21−7 （1902），547〜562，
・苗床 ノ 保護法，21−8 〔1902），593〜595．
・明 治 35年9月28H 湘南高浪 後見草 （雑 報録 ），21−10 （1902），

　686〜697．
・高浪 二 就テ （雑録），21−11 （1902），717〜720．
・黄霧二 就テ ，22− 2　（1903），40〜43．
・
結霜 日数ノ 計算方 二 就テ ， 22− 6 （1903），173〜177．
・9月 7，8日小 田原 以 南 ノ 高浪 （雑録），22−10 （1903），

　 337〜34 ．
・海苔 ト気象 ト ノ 関係調査 概要第二 ，23− 1 （1904），18〜31．
・霜 害 二 就テ ，23− 6　（1904），219〜221．
・暴風 雨 二 就 テ ，23− 7 （1904），259〜263．
・蒸 発 ノ 逆 現 象 二 就 テ，23− 8 （1904），271〜276．
・海苔 ト気象 ト ノ 関係 調 査概 要第 三 ，23−10 （1904），

　 327〜342．
・11月 二 於 ケ ル 横 浜 港 内 ノ 空 気 温 度 ト海 水 温 度，24− 1

　 （1905），　 1〜 7．
・海苔 ノ発 育 ト気候 ト ノ 関係 （第 四 よ り）（雑報）．24−　7

　 （1905），　189〜194．
・煙 草製造 ト湿度 （雑報），

24−　7 （1905），
194．

・東国 二 於 ケ ル 地 形 の 気 象 上 二 及 ボ ス 影 響，24−8 （1905），

　 199〜202．
・
蒸発 ノ逆現象 二 就 テ，24−9 （1905），227〜230．

・途上 二 起 ル 小 旋 回風 二 就 テ，24−10 （1905），239〜243．
・気象界 ノ功労者，24−11 （1905），263〜265，
・横浜港 二 於 ケ ル 寒中ノ 海水温度 （雑報），25−8 （1906），

　61〜63．
・2 月24日横 浜 ノ 地 震 （雑 報 ），25− 3 （1906），102〜103．
・地震験 測 法 二 就 テ 敢 テ 教 ヲ乞 ウ，25−9 （1906），289〜292．

（4）神奈 川 県 測 候 所 時 代 （そ の 2 ）

・横 浜 二 於 ケ ル 昨今 ノ 急 風 26− 2 （1907），54〜58．
・横 浜 港 内二 於 ケ ル 海 水 ノ 温 度，26−8 （1907），241〜250．
・海 苔 ト気 象 トノ 関 係，26− 9 （1907），273〜281．
・横浜近海 ノ 赤潮 二 就 テ，26−10 （1907），310〜318，
・再 ビ 赤潮二 就 テ，26−11 （1907），368〜371．
・
明治 40年 ノ 秦野煙 草 ト気象 二 就 テ ，

27−　1 （1908 ）， 11〜ユ6．
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・明治41年 1 月15日ノ 凍雨，2ア
ー3 （1908），91〜93．

・凍雨二 就 キ佐藤君 二 答 フ
， 27− 5 （1908），193〜196．

・4 月 9 日横 浜 ノ 風 雪 　附凍 雨，27−5 （1908）， 198〜200．
・凍雨 二 就 キ神 田学士 二 答 フ，27−7 〔1908），253〜256．
・凍雨二 就 キ再 ピ神田 学士二 答 フ，27− 9 （1908），332〜335．
・凍雨 二 就 キ 佐藤氏二 答 フ，27−9 （1908＞，344〜346．
・
神奈川 県下 ノ 赤潮二 就 テ，27−10 （1908），383〜394．

・
本期 ノ 海苔 作 ト気候 トニ 就テ ，29− 1 （1910｝，1 〜7 ．

・横浜 二 於 ケ ル 本年 2月ノ 海水温 度，29− 3 （1910），91〜95．
・神奈川 県 沿 海 ノ 赤潮，29−8 （1910），227〜235．
・横浜港内二 於 ケ ル 本年 8 月 海水 ノ 異 常，29−9 （1910），

253〜258．
・赤潮二 就 テ ，29−11 （1910），286〜294．
・赤 潮二 就 テ，30− 1 （1911 ）， 7 〜 13．
・稲 ノ 開花 ト温 度，30− 5 （1911），195〜199．
・赤潮 二 就 テ，30− 7 （1911），285〜294．
・海苔 ノ 生育 ト気象 トノ 関係二 就ラ

」
，30−8 （1911），84〜99．

・赤潮 二 就 テ，31− 1 （1912）， 1〜8．
・神奈川 県 ヲ 襲 ヘ ル 暴 風 ト津浪 トニ 就 テ，31− 5 （1912），

153〜159．
。赤潮 ト気象 トニ 就 テ，31− 5 （1912），159〜164．
・神奈川 県下 ノ赤潮，31−11 （1912），378〜384，

・塩風 に 就 て，32− 3 （1913），101〜106．
・霧淞 と木氷，32−一　6 （1913），191〜196．
・海苔 の 生 育 と気候 ， 32− 8 （1913）， 264〜272．
・
漢土 に 於 け る雨 雪雹霰等 の 解説 に 就 て ， 32−12 （1913），

　504〜511．
・樹氷の

一
乎，33− 2 （1914），78〜82．

・海苔作 と気象 と に 就て ，33− 9 （1914），387〜394．
・大正 3 年秦野煙草 と 気象 （雑録），34− 1 （1915），55〜56．
・雪 に 就て ，34− 5 （1915），270〜272．
・海 鳴 に 就 て （寄 書 通 信 ），34−10 （1915＞，663〜664．
・大 正 四 年横 浜付 近 の 赤潮，34−12 （1915），733〜736．
・大正 6 年1  月 1 日 暴 風 雨 の 際 に 於 け る 両 回 の 膨 浪 に 就

　て ，36−12 （1917），464〜467．

（5 ）神奈川県測候所時代 〔そ の 3 ）

・
横浜 に 於 け る大 正 6年10月18日夜 の 奇光 を見 て筑紫の 不

知火を想 う，37− 6 （1918），210〜213
・横浜 の 南西風 に 就 て，38− 6 （1919），185〜189．
・
相模湾 の 高浪 に 就 て ， 38− 8 （1919），259〜261．

・三 股 （
一

名 株 虹 ） に就 て，38− 8 （1919），267〜269．
・内海 の潮膨水 に就 て，39−9 （1920），257〜259，
・乙字形低気圧，41−10 （1922），402．
・
株虹，II− 1−8 （1923），141〜143．
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