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　手に 取 る とずっ し り と持ち 重 りの す る，全437ペ ー

ジ に 及ぶ 大著で あ る．先ず ， 本書の 目次を 示 す と ，

第 1部 気候 の 認識 ・把握 ・分析

第 1章　気候認識 ・気候概念の 変遷 と確立

第 2章　気候学発達 の 背景

第 II部　方法
・
対象別 に み た 気候学発 達 の 歴史

第 3章　方法別発達史

第 4章　対象別発達史

第 5章 人間活動 ・動植物 と気候

と な っ て い る．

　著者は 「ま え が き 」 に お い て，こ の 著作 を ま とめ る

に 至 っ た経緯 に つ い て ，以下 の よ うに 述 べ て い る．

　「20世紀 は気候学 の 時代 で あ っ た ．…
気候 学 ほ ど劇

的な発展 をした分野 は ほ か に な い と思 わ れ る．」，　 「気

候学 の 歴史 は 長 い ．『気候 と は何 か 』，… F
’
人 々 は 気候

を ど の よ う に と ら え て き た か』，こ れ を
一

冊 の 書物 に

ま と め る の は，試 み よ う とす る こ と 自体 が 無謀 か も し

れ ない ．」，　 「…気候が か か わ る分野 は広い ．だ か ら ，

ヒ ト個体 と し て ，また は 人間社会 と し て ど う と ら えて

き た か ， どの よ うに か か わ っ て き た か は，そ の 活動す

べ て を み な ければ な らな い ．こ れ を
一

人 の 研究 者が で

き る は ず が な い ．しか し ， 私は 自分の で き る範囲で あ

え て これを試みた．これ が 本書 で ある．⊥

　ま た ， 著者は次 の 様に も述べ て い る．「さ ら に 問題

は 「歴史 』 で ある．私 は こ の 本 を書 く前 は，
“
歴 史 と

は，事実 の 客観 的な 時間的配列 で あ る
”

と考 え て い

た．」，「歴 史 と は客観的な もの
……

誰が書 い て も次第

に同じ も の に な る……と私 は考え て い た．と こ ろ が ，

私 は本書 を書 い て み て，歴．史 と は きわ め て 主観的 なも

の だ とい うこ とがわ か っ た．…言い 換え れば本書は私

が描 く歴史 で あ っ て、客観的 に 書 こ う と は務め た が ，

結果 と し て は き わ め て 主観性 が 強い ．」， 「科学 史は も

と も と私 の 研究対象 の
一

つ で あ っ た．… 『科学史に学

ぶ」 こ と が い か に 大切 か を こ の 時代 に 体 得 し た ．
…1970年代，1980年代 に は…研究 プ ロ ジ ェ ク トを実施
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し た が ，…まず研究対象の 研究史 の 把握，つ ま り文献

の 口録 づ く りか ら始 め た ．⊥

　気候学研究の 第
一

人者 で ある著者の 長年に 亘 る研究

活動 に 基づ い て著さ れ た本書は，著者が 「本書は 『私

の 気候学』の歴史で もあ る．」と述 べ て い るよ う に，

吉野気候学 の 集大成 と も言え る．

　本書は ，
19世紀末か ら20世紀末に 至 る気候学の 発展

を概観 する の に 最適 の 教科書で あり，い ずれの 章も大

変興味深 い 内容が 盛 り込 まれ て い る．方法別 ， 対象別

に 気候学 研究 の 発展 の 歴史 が 概観 され て い る第 3 章

〜第 5 章は，こ の 分野 に つ い て 具体的 な研究 を行うに

際 して ， 各分野 が どの ように発展 して きた か を俯 瞰す

る の に 非常 に 役立 つ ．そ れ は， こ こ に 述 べ られ て い る

多 くの 分野に お い て ， 著者が第
．一
線の研究者 と して 実

際 に 携 わ っ て きて い る 乙 と か ら、具体的 か つ 詳細 に そ

れ ぞ れ の 発展 の 歴史が 述べ られ て い る か ら で あ る，

　 ま た，各章末 に 記載 さ れ た 多数 の 文献 リス ト も，著

者 の こ れ まで の 著 作 同様，非常 に 広範囲 に 亘 っ て お

り，研究 を進 め る上 で有益 で あ る とともに，評者の よ

うに ，研究 と は直接 関係 な く気候 学 の 歴史を学 ぶ 者 に

とっ て も，知識 の 世界を拡げ て ゆ くた め の 確か な指標

と な る．

　評 者は本書の 第 1章，第 2 章 を特に 興 味深 く読ん

だ こ れ ら の 章 は科学史研究 を研 究 分野 の ひ と つ と

し ， 多くの著作を手が け て き た著者の ，科学史研究の

思想 や 方法論 が もっ と もは っ き り と 見出 さ れ，個性 が

最 も発揮さ れ て い る部分で あ る と感じ られ た．

　以下 に ，評者 が 本書 で 得た興味深 い 事項 の い くつ か

を例示 す る と，

・［本 語 の 「風 土」 と，ヨ ーロ ッ パ の
“

climate
”

が

　ほ と ん ど 同じ変化 を し て い る．
・目本 で 初 め て 「気候」 とい う言菓 を使 っ た人物 は渋

　川春海で あ る．
。ヨ ーロ ッ パ の 「気 候 」 （climate ）概 念 は climata

　 （緯度 の 変化〉 か ら 出発 し た の に 対 し，中国 の 1気

　候」は 「∴ 十四 番の 気候」か ら出発 し た．前者 は

　「風土 ま た は地候」 と呼ばれ，後者 は 「時候 ま た は

　天候」 と呼ばれ た ．
・既 に 江戸時代 に お い て 川本幸民 は，人問環境 と して

　の気候の価値を指摘．
・森 林太郎 （鴎外 ） の 刊行 し た 「陸軍衛生教程」 に

　気候が
一

つ の章 とな っ て記述 され て い る．
・モ ン テ ス キ ュ

ーは そ の 著書
厂

法 の 精神」 の
一

部 で 気

　候 環 境論 を展闘．
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・明治 に お ける自然環境論 の 発展は，人間自身 に差別

を与 え ない 人間観 に 裏うち さ れ て い る．
・日本人 の 精神生活の内部に 白然が ， 宗教に お け る救

済者の よ う な働 きをして きた．
・1970年代の前半，日本で は気象学か ら気候学 へ の 貢

献 が 既 に 極 め て 重要 で あ っ た．
・21世紀 の 気候学 が か か わ る べ き課題 は，環境倫 理 を

基礎 とした 「風土論」の 見直 しで あ る．

・（社） 日本気象学会 の 成 立 が ，地 理 学界 に お け る 気

候研究の刺激 と な っ た．

・気象学界 と気候学 との相互作用の歴史．

　等 々 で あ る．特 に 第 2 章 に は，評者 も直接関係 した

多 くの 国際プ ロ グラ ム な どが ， 気候学の歴史的な展開

の 中 で 説明 され て お り，非常に興味深 か っ た．

　 ま た，コ ラ ム と して 挿入 さ れ て い る内外 の 気候学者

の 略伝な ども非常に興味深 い ．

　本 書 は 今後 も，気候 関係 の 調 査 ・研究 を行 う に 際 し

て 参考に す る こ とが 出来る最適の教科書 と して ，そ の

価 f直を 保 ち続 け る も の と 思 わ れ る ．

　　　　　　　　 （（財） 目本気象協会　藤谷徳之 助）

編集後記 ：学生時代 に 何 と な く入 会 した気象学 会 に

20年以上 も在籍 し て い る が，自分 に と っ て 学会 に 入 る

メ リッ トは何 で あ る か を考えて み た．辞書を引 くと学

会 と は 「学者相互 の 連絡 研 究 の 促進，知 識
・
情報 の

交換，学術 の 振興な ど の た め に 組織す る 団体」 と書 か

れ て ある．確か に同じ研究分野の人 との交流を通 し て

人脈 が で き る こ と は大 きい し，知識や情報 を交換 す る

場で も あ る．研究者 と し て は ， 大会や学会誌で 自分 の

研究成果 を発表 し，オ
ープ ン な場 で そ の 科学的妥当性

を議論し て業績と し て認め て も ら うこ と は
一

番 の 目的

で あ ろ う．気象学会 で は，研究 を業務 としな い 会員 も

多い と思 わ れ る が ，仕事か趣味 か は 別 に して 気象 に 関

心 の ある人 の 集 ま りで ある こ とは確 か で あ り，プ ロ か

ア マ チ ュ ア か を 問 わ な け れ ば全 て の 会員が 気象学者で

ある とも言え る の で はない か．とこ ろ で ， 学会 の役割

と して は，そ の 学問分野 で 閉 じた 活 動 だ けで な く，社

会 との 関わ りを持つ こ と も重要 で あ る．特に気象学は

そ も そ も が社会性 の 強 い 学問 で あ り，社会が 求 め る 問

い や 要求に答え る こ とが求め られ て い る．会．員の多 く

も，何ら か の 形 で 社会 と関わ る 仕事 を持つ 人 が 多 い の

で は な い だ ろ うか．

　先 ti，気象庁で 開催 さ れ た 「竜巻 等突風 に 関す る国

際 シ ン ポ ジウ ム 」に出席 した ．ご存知の通 り ， 2006年

に 相次 い で 発生 した延岡竜巻や佐 呂間竜巻 の 被害 に よ

り ， 社会 的に 竜巻 予 測 に対す る 要求が高ま っ て い る．

気象庁 で は ドッ プ ラーレーダーの 整備 を急 ぎ ， 今年の

3 月か ら 「竜巻注意情報」を発表す る こ と に な っ た．竜

巻や突風の 予測は非常に難し い の で ， 小さ な竜巻発生

の 見逃 し や 注意情報 の 空 振 りを ど こ ま で 避 け ら れ る か

が 課題 に な る だ ろ うが，私ぽ社会 の 要求 に 応 えて こ の

よ うな注意情報を出す こ と を決断し た関係者に エ
ー

ル

を送 りた い ．昔 か ら研究者 の み な ら ず
・
般 市民 や TV

局 まで が竜巻の追 っ か けを行 っ て い る米国 で も，竜巻

発生 に は多 くの 謎 が 残 さ れ て い る，環 境 の 異 な る 日本

の 竜巻 を調 べ る た め に は ど うすれ ば 良 い か と米国 の 竜

巻専門家 に聞い た と こ ろ ，

一
つ で も多 くの 竜巻 を観測

して 調査 するの が 重要 とい う こ とで あ っ た．数秒 で そ

の 姿 を変 え る竜巻 を直接観測 で き る次世代 ドッ プ ラー

レ ーダー
の 開発 と か ，子供達 が 安 心 し て 生 き て い け る

地球環境を守る た め の研究は もち ろ ん 重要で あ る．し

か し，難 しい こ と や 大 き な夢ば か り考えて も仕方 ない

の で ， 誰で もで き る こ と と して ， まず は身近な気象現

象を観察 ・観測 す る こ と か ら始 め れ ば 良 い の で は な い

だ ろ うか．竜巻に 限らず興味深い 気象現象に 出会 っ た

ら，携帯電話 の カ メ ラ で も構 わ な い の で 写真 と して 記

録に残す．そ し て ， 関連情報 も調 べ て 「天気」に新設

さ れた 「調査 ノ ー
ト」 へ 投稿 して い ただ けれ ば幸 い で

す．

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 （佐藤 晋介）
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