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　 1．は じめ に

　 雷現象は そ の 要因 と な る積乱雲の水平 の 大 きさが

10〜20km く ら い の非常 に 局 地的 な 現 象 で あ り， 比較

的狭い 範囲に お け る そ の時点で の大気の状態 を反映 し

て い る と考え られ る．し か し ， 長期 に わ た る雷 発生状

況の変化 に はよ り広 い 範囲に わた る大気状態 （例 えば

安定度 ，水蒸 気量，上昇流 ）の 長期の 変化お よび地域

的な特性 （例えば都市気候） が反映され て い る可能性

が ある と考 え ら れ る．

　 日本 の 雷 日数 の 分 布 に つ い て の 調 査 は 気 象庁

（1968），畠山久尚 （1970） な ど以外に は あま り多 くな

い ．前者は膨大 か つ 詳細な調査の報告で あ る が 図の み

で 論述は な い ．後者 は前者 の 図 を引用 しい くつ か の記

述 と議論を加 えて い る．

　本調査では全国の気象官署に お け る雷 日 （雷鳴 と電

光 を観測 し た か ，あ る い はあ る程度以上 の 強度の雷鳴

を観測 した 日）を も と に 平均年間雷 日数 ，平均夏季雷

日数 （6 ， 7 ， 8 月）お よ び平均冬季雷 日数 （11 ，
12

，

1 月） の 分布図等を作成 し，雷 日数の分布お よ び 長期

変化 に つ い て い くつ か の興味有る事実 に つ い て報告す

る，

　調査 した各観測点 で の雷 日数の 経年変化 をみ る と，

北陸地方を中心 に 日本海側 の 地 域 で の 冬季の雷の 近年

に お け る増加が 顕著で あ る．Kitagawa （1989）は こ の

地域 に お け る雷 日数 の 増加 と北半球 に お け る高緯度帯

の 気温変化 に つ い て それ ぞ れ の 変化パ タ
ー

ン お よび変

動の 周期解析結果 の 類似性 とか ら雷日数の増加 と気温

変化 との 問 に 負 の 相関が あ る と説明して い る．一方田

中 （1997，2000）は こ の地域 に お け る冬季の雷 日数の

増加 と他の 気象要素 との 関連を調 べ
， 新潟 に お け る平

均気温 輪島に お け る850hpa と500　hpaに お け る温度

差お よ び 日本海 に お け る海 水温 の 経年変化等 と雷 日数

の増加 との 間 に 有意な相関は 見出せ な い と説 明 し て い

る．

　 また，日本海側の冬季雷 の 増加 ほ ど広 い 範囲 の 現 象

ではな い が前橋 熊谷等の北関東に お い て夏季 に お け

る雷 日数 の 近 年 の 減 少 が 認 め ら れ る，Kitagawa

（1989）は冬季雷 に つ い て と同様の 解析を行 い ，こ の地

域 に お け る雷 日数 の 変化 と高緯度帯 に お け る気温変化

との間に 正 の相関が ある と説明 して い る．

　雷 日数の 長期変化 に つ い て本調査で は冬季雷の増

加，夏季に お け る雷日数 の 減少が認め られ る地域 の 範

囲 お よ びそ の 他 の 地域 に お け る雷 日数の長期変動の特

徴に つ い て調査 した．
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　 2 ．調査 に用 い た雷 日数デ
ー

タ

　雷 日数分布図の 作成に 用 い た雷 日数 デ
ー

タ はす べ て

「平成 11年　気象庁年報　CD −ROM 版」（2000）の デー

タを使 用 した （96官署）．こ れ に は （1） 1931〜1999の

69年間の データ （70官署）， （2）1999ま で の 69年未満 か

つ 50年以上 の データ （21官署）， （3）1999ま で の 50年未

満 （最短36年間）の データ （5 官署）が あ り，年毎に

各月の雷 日数が 記録さ れ て い る．こ れ らの データ を も

とに 4 捨 5 入 し 整数値 と し て各官署 の 各平均雷 日数 を

求 めた。

　 また，雷 日数 の 長 期変動 を調査 す る た め い くつ か の

官署 に つ い て は，現地官署に保管 さ れ て い る 1931年以

前の雷 日数 データ も使用 した ，

　気象庁 （1968） で は 1954か ら1963ま で の 10年間に つ

い て 気象官署 ・委託 観測所の データ及び部外機関を含

め 利用 し得る多 くの観測 デ
ー

タ （全 国約1300か 所） を

も と に あ る種の補正 も加え経緯 度 15分 ご と の 全国約

800の 網目に つ い て雷 日数を求め て い る．こ れ は 本 調査
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第 1 図　（a ）本調査 で得られ た 年平均雷日数，（b）雷雨 10年報 （気象庁1968＞ に よ る年平均雷日数等値線．

で の 雷 日数 と は デー
タ ソ ース が同質で はな い の で，こ

こ で は そ の分布 パ タ ーン に つ い て の み 比較 を行 っ た．

　 3。雷観測 日数の 分布に つ い て

　3．1 年雷日数

　第 1 図 a に本調査 に お け る 平 均 年間 雷 日数 の 分布

図を示 す．観測点数が 96と少な い た め等値線は描 い て

い な い ．全国約1300か 所 の観測点の デ
ー

タ をも と に し

た気象庁 （1968） の 年雷 日数の 等値線 （10年間の 年平

均値 ）を第 1 図 b に示す．

　第 1 図 a と第 1 図 b を比較 す る と下 記 の 事 実が 見

い だ さ れ る．

　  両図と も北関東，北陸，近畿，九州北部 ・南部な

どで 大きな値 とな っ て お り両図の分布パ タ
ーン に大き

な違 い は な い ． こ の 分布は北陸を除 くと第 2図 の 平均

夏季雷日数の分布 と よ く似て い る．北 陸は第 3図 に 示

す よ う に 冬季 に お け る雷 日数が 大 きな値 と な っ て い

る．

　  第 1図 b に お い て は 中部地方で 大 きな値 とな っ

て い るが ， 第 1図 a で はあ ま り明瞭で は な い ．また ，

第 1 図 b の 方が 第 1 図 a に 比 べ 全般的 に大 き な値 と

な っ て い る．こ の こ と は気象庁 （1968）に お け る観測

地点数の 多さ ，
お よびデータの 求め方が 影響 し て い る

も の と考え られ るが，今 回 の 調査に お け る新潟地方気

象台で の 雷日数 と 気象庁 （1968）で 同気象台が含 まれ

る網目で の雷 EI数の 変化は良 く似た傾向に あり，両者

の データ の 信頼性が 確保 され て い る もの と考 え られ

る．

　  第 1図 a ，第 1図 b に お い て共通 して 雷の 少 な い

地域はオ ホ ーツ ク 沿岸，北海道 の 東部 ・内陸部，三 陸

沿岸 な ど で あ る．

　ま た ，第 1 図 a で は 第 1 図 b に な い 伊豆諸島お よび

南西諸島に つ い て も雷 日数 を示 して あ る．両地域 と も

全国の平均 （お お よ そ年間 15〜16日）よ り も大 きな値

で あ り，特に 八 丈島で は 25日 とか な り大 きな値 とな っ

て い る．

　 3．2　夏季雷日数

　第 2 図に 夏季 （6 ， 7 ， 8 月） 3 か 月 に お け る年平

均雷 日数の 分布を示 す．こ の 図で 雷日数が 10日を超 え

る地域 は福島県西部 お よ び茨城 県を含む北関東，中部

地 方，岐阜県 か ら近畿地方，九州の 大部分 の 地域で あ

る．一方，千葉県か ら静岡県 に い た る太平 洋岸 お よ び

伊豆諸島，瀬戸内海沿岸 ， 日本海沿岸 （隠岐，対馬）

で は比 較的少 な い ．こ れ らの こ と は 夏季 に お け る 発雷
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第 2図　夏季 （6 ， 7 ， 8 月） に お ける 年平均雷日数．

第 3図　冬季 （11，12， 1 月） に お け る 年雷 日 数

の機構 と関係が ある と思 われ るが，その 理 由は現在不

明で ある．ま た ，旭川を除 く北海道で は非常 に 少な い ．
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第 4 図　（a ）前橋 の 夏季 に お け る雷 日数 （1897〜

　　 　 1999），（b） 熊 谷 の 夏 季 に お け る 雷 日 数

　　 　　（1931〜1999），（c）水戸 の 夏季 に お け る雷

　　 　　日数 （1897〜 1999）．

　3．3　冬季雷 日数

　第 3 図に冬季 （11， 12， 1 月） 3 か 月に お ける年平

均雷 日数 の分布 を示 す ，こ の 図に お い て 数値が 5 日 を

超 え る 地域 を み る と東北地方の 日本海側か ら北陸に か ・
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第 5 図　（a ）新潟 の 冬季 に お け る 雷 日数 （1886〜1999），（b）新 潟 の 冬 季 に お け る雷 日数 （1886〜1999），（c ）秋

　　　 田 の 冬季 に お け る雷 日数 （1893〜1999），（d）浜 田 の 冬季 に お ける 雷 日数 （1893〜1999），（e ） 稚 内 の

　　　 冬季 に お け る 雷 日数 （1938〜1999），（f）福岡の 冬季 に お け る留 日数 （1891〜1999）．

けて と山陰の
一

部 ， 伊豆諸 島南部 の 3地域 に 限 られ て

お り，日本海沿岸 の 観測点 と こ れ ら に 比較的近 い 内陸

の 観測点で の数値の 違い が際だ っ て い る．また ， 日本

海沿岸地域 で は 大部分の観測 点 で 冬季 の 雷 日数 が 夏季

の 雷日数を上 回 っ て い る．こ の こ とは第 4章で 述べ る

18

よ う に最近30〜40年間に お け る こ れ らの 地域 で の 冬季

雷 の 漸増 を反映 して い る もの と考え ら れ る。

4 ．雷日数の 長期的な変動

ほ ぼ 100年に わ た る年雷日数を み る と，多 くの 観測点
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で 年 ご と に 大き く変化 し て い る が ，
い くつ か の観測点

で長期 的 に みて同 じよ うな変動が共通 して み られ る地

域 が あ り，次 の 2 つ の 地域 で 明瞭 で あ る．

　 4．1 北関東 に お ける夏季 の 雷 日数 の 減少

　第 4 図 a に 前橋 に お け る 1897年 か ら1999年 ま で の

夏季の雷 日数を示す，1955年頃か ら夏季 に お ける回数

が減少 し て い る こ とが 認め られ る，また熊谷 （1931〜

1999 第 4 図 b）， 水戸 （1897〜1999 第 4 図 c ） お よ

び宇都宮 に お い て も若干な が ら同様の 傾向が 見 られ る

　 4．2　 日本海沿岸に お け る冬季の雷 日数の 増加

　第 5 図 a ， b に 1886年か ら1999年ま で の 新潟に お け

る夏季 と冬季の 雷日数を示す，1960年頃か ら冬季に お

ける回数が漸増 して い る こ と が明瞭で ある．一方，夏

季 に お い て は こ の ような変動は見 い だ せ な い ．こ の よ

うな冬季 に お け る雷 日数 の 増加 は東北地方 の 日本海側

か ら中国地方 の 日本 海側 の 多 くの 官署 （た と えば秋

田 ：1893〜1999 第 5 図 c，浜 田 ：1893〜1999 第 5

図 d）に加 え北海道の 日本海側の
一

部 の官署 （た とえば

稚 内 ：1935〜1999　第 5 図 e）お よ び九州 の 日本海側

の
一
部の 官署 （福岡 ：1890〜1999 第 5 図 f）で も認め

られ るが ，そ の変動の パ ターン は 必 ず し も同 じで は な

い ．

　 4．3　伊豆諸島南部 に お ける冬季 の 雷 日数

　 3．3で 述 べ た よ う に 伊豆 諸島南部 に お ける冬季雷 日

数 は 日本海沿岸地域 と 同様 に 大 きな値 と な っ て い る

が ， 日本海沿岸地域 に み られ る よ うな雷 EI数の増加は

見 られ な い （第 6 図）．こ の こ と は 共 に 冬 の 季節風下 の

雷 と考え られ る両地域に お け る冬季の発雷機構 を考え

る上 で興味有る こ と と考 え られ る．

　4．4　その 他 の 雷 日数変 動 の い くつ か の例

　4．1お よ び 4．2で 述 べ た ような地域的 に共通 した 雷日

数の 変動 は他の 地域で は見 出せ な い が ，い くつ か 特徴

ある傾向を示す官署が認め られ る．

　  第 7 図 a 大 分 ：1970年頃以降 回数の 増加 し て

い る傾向 に ある．

　  第 7 図 b 長野 ：10〜20年 く ら い を 1期 間 と し

て 平均 回数の 増減が 認め られ る．こ の よ うな変 動 パ

ターン は 他の 官署で も認め ら れ る が，地域的 に も時間

的 に もま とま っ た変動の傾向は見出せ な い ，

　  第 7図 c 岐阜 ：約100年 に わた り雷 日数 の 変動

は ラ ン ダ ム で 特定の 変化傾向は見出せ な い ．

　 また，網 走 （第 7 図 d）の よ うに あ る期間継続 し て活

発 な雷 の 発 生 を示唆 す る よ うな特異な官署 もみ ら れ

る．
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第 6図　八 丈島の冬季 に お け る雷 日数 （1931〜1999）．

　 5 ．まとめ

　雷 日数 （年平均 ， 夏季平均，冬季平均）の 分布 図 を

作成 した ．同様 の 分布図 は こ れ ま で に も作成 さ れ て い

るが，本 調査 で は統計期間 を過 去 の 調査 の 5〜 7倍 と

広げ，また こ れ まで 調査 され て い なか っ た伊豆諸島 ，

南西諸島に つ い て も統計 を行 っ た．

　  年平均回数に つ い て 15日 （お お よ その 全 国平均回

数）以上 の 主な地域 を み る と ， 東北地方か ら北陸地方・

中国地 方 の 日本海側 ， 北関東，中部地方か ら近畿地方

北部，九州地方 か ら南西諸島，伊豆 諸島な ど で あ る ．

　 また少 な い 地域 は オ ホ ーツ ク 沿岸 ， 北海道の東部 ・

内陸部，三 陸沿岸な どで あ る，

　  夏季 の 平 均 に っ い て 10日以上 の 地域を み る と福

島県西部か ら北関東 ・長野 ・山梨 ・岐阜 ・近畿地方北

部，九州地方の 2地域で ある．一
方 ， 銚子 か ら浜松に

い た る太平洋沿岸お よ び伊 豆 諸島，瀬戸 内海沿岸 で は

4 〜 8 日 とあま り多 くな い ．また，旭川 を除 く北海道

全般 で は非常に 少な い ．

　  冬季の 平均に つ い て 3 日以上 の 数値 と な る 主な

地域 は東北地方 か ら中国地方の 日本海側 の 地域 で あ

り， 特に北陸地方で は 10日を超え る地域が あ る．こ の

ほか 伊豆諸 島特 に 八 丈島で 大 き な数値 （8 日） と な っ

て い る．

  前橋 熊谷 な ど北関東に お い て 1950年頃か ら夏季

に お ける雷 日数 が減少 して い る こ とが認め られ る （例

え ば平 均 値 で 前 橋 で は 1935〜1939 ：23日 ， 1995〜

1999 ：14日）．

  東北地 方 か ら 中 国地 方 の 日本海側 に お い て冬季

の 雷日数が 近年漸増 して い る こ とが 非常 に 明瞭 であ る

（例え ば平均値で 新潟 で は 1955〜1959 ： 4 日，1995〜

2002 年 4 月 19

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

284

（a）

3530

25

　 20

口
　 15le

5

日本列島に お け る雷 日数 の 地理的分布 とその 長期的傾向

置 大 分 年

　 0
　　1930　1940　1950　1960　1970　19SO　1990　2000
　　　　　　　　　　　 年

（b）　　　　 　 雷 賻 年

　 35

　 30

　 25

鎖
20

田 15

　 10

　 　 5

　 　 0

（c）
　 35

30

25

　 20

口1
　 15105

0

雷 岐阜 年

（d）
　 　 20

　　1：
　　ll9

’

：

　　　：

　　　9

1900　　　1920　　　1940　　　1960
　　　　 　　　　　 年

　 　 　 　 　 　 　 雷 網定 年

1980　　　2000

　 　 1890　1905　1920　1935　1950　1965　1980　1995

　　　　　　　　　　　年 　 　 　 　
189° 19°5192 ° 1931

ど
5° 1965198 ° 1995

第 7 図　（a ）大分 に お け る年雷 日数 （1931〜1999），（b）長野 に お け る年雷 日数 （1890〜1999），（c ）岐阜 に お

　　　　け る年雷 日数 （1901〜1999），（d）網走 に お け る 雷 日数 （1890〜1999）．

1999 ：18日），

　しか し ，
こ の 地 域 と同様 に 冬季 の 雷日数の多 い 伊豆

諸島南部 に お い ては近年の雷 日数の増加は認め られ な

い

　今後，4．4で述べ た よ うな雷 日数の 長期的な変動 と気

象状況 との 関連 に つ い て更に調査 を進め た い ．また ，

4，1で述 べ た 夏季に お け る雷 日数の 減少 は4．2で述 べ た

冬季 に お ける雷日数の増加 に 比 べ 現象の 発現地域が 限

られ て お り，よ り
一

般 的な現 象で あ る か さ ら に調査 が

必要 であ る と考え て い る．
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第14回 日本気象学会夏期特別 セ ミナ ー
（若手会夏の 学校）開催の お知 らせ

第14回夏の学校実行委員会

　 日本気象学会夏期 特別 セ ミ ナ ー （夏の 学校） は，若

手研究者同士 の研究 に 関す る議論 と情報交換 の 場 とし

て ，また 親睦 を 深 め る場 と して
， 毎年開か れ て い る行

事 で す．14回目の今回 は，東京大学 気候 シ ス テ ム研究

セ ン タ
ーが 主幹 と な り， 東京 ・代々 木 で 開催す る こ と

に な りました．内容 は ， 招待講演，一般講演，ポス タ ー

セ ッ シ ョ ン な ど を予定 して い ます．こ の機会に た くさ

ん の 研究発 表や議論 を繰 り広げ て い た だ けると幸 い で

す．ま た 学会等で は発表 しに くい 基本的な内容の 議論

や，分野を超えた交流を して み て は い か が で し ょ うか ．

　要項 ， 参加申込 は Web ペ ー
ジ （併記の URL 参照 ）

で行 う予定で す．御希望 の 方及 び興味を もた れ た 方は

是非 Web ペ ージを御覧 くだ さ い ．併 せ て，講演や ボ ス

タ
ー

セ ッ シ ョ ン で の発表 も募集 し て お ります，交通費

を除 くセ ミナ
ー

の参加費 は ， 15，000円程度を予定 して

い ます．詳 し くは Web ペ ージを御覧 くだ さ い ．多数 の

方 の御参加 をお 待ち して お ります ，また，最新情報や

詳細は ， ymnet や Web ペ
ー

ジで 順次お 知 らせ し ます．

　　　　　　　　　　　 記

日 時 ：2002年 7月11日 （木 ）午後

　　　　　　　　 〜 13日 （土 ）午前 （2 泊 3 日）

場 所 ：国立 オ リン ピ ッ ク記念青少年総合セ ン ター

　　　　東京都渋谷 区代々 木

　　　　 （新宿 よ り小 田急線参宮橋駅下車徒歩 7 分）

定 員 ：120名程度

参加申込期間 ： 5月 7 日 （火）〜 6 月 7 日 （金）

連絡 ・問い 合わせ先 ：　　　　　　　
’

　　　　〒 153−8904　東京都 目黒 区駒場 4−6−1

　　　　東京大学気候 シ ス テ ム 研究 セ ン ター

　　　　第 14回気象学会夏 の 学校実行委員会

代　表 ：須藤健悟

　　　　Te1 ： 03−5453−3950，　 Fax ：03−5453−3964
E −mail ：ymss ＠ ccsr ．u −tokyo ．ac ．jp
URL ：http：1／www ．ccsr ．u−tokyo．ac ．jp／ymss ／
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