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　 L は じめ に

　 現在の 気象学会員の 中で 北尾次郎の こ と をご存知の

人 は 決 して 多 くあ る ま い ．名前だ け は ど こ か で 聞 い た

こ と が あ っ て も，気象学 の 歴史 に お ける彼の 足 跡 に 詳

し い 方は極め て稀で あ ろ う．「最新 ：気象 の 事典」 （和

達監修 1993）の付録の 人 名欄で も僅か 100字 ほ ど の説

明 が あ る に 過 ぎな い ．江戸 時代 の 生まれ で 没 年が 明治

40年 （1907）で あ る か ら既 に 没後一
世 紀以 上 も経 っ た

文字通 り 「歴史上 の 人物」 で あ る．

　私 自身，大学院生 の 頃，都田菊郎先生 の講義で 19世

紀末 に大 気力学 の 先駆 的理 論 を発表 し た 北尾次郎 と い

う人物が い た こ とを聞 い ただ けで ，そ の 後 しば ら くは

忘れ か け て い た．僅か に 1982年 の 気象学会百周 年記念

の 際，本誌の レ ビ ュ
ー特集解説 「大気大循環論 100年

の歩み」の 中で北尾の こ と に十行余 り触れ た の み で あ

る （廣田 1982）．

　 と こ ろ が
， 今年2010年の 夏，図 らず も北尾 との 「再

会」 が あ っ た，

　以下は
，

そ の 経緯か ら筆 を起 し
， 北 尾 の 生 い 立 ち と

履歴，学問的業績 と そ の国際的評価，日本気象界 と の

関 わ り等 を 記 し て お きた い と 思 う．しか し こ の 小文 は

決 して単 な る懐古趣味で はな い ．北尾 の 持 っ 現代的意

義 に つ い て も議論 を敷衍 し，次世代 の 会員諸氏 に対 し

て 彼 か ら の 「無言 の メ ッ セ ージ」 を伝 えた い と願 う次

第で あ る ，

　2 ．北尾 との 偶然 の 「再会」

　今年 の 夏 に 偶々 松 江市 に あ る 島根 県立 美術館 を訪 れ

る機会が あ っ た ．美術 館所蔵作 品 の 常設 展 の な か に 人
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　 of 　Dynamic 　Meteorology ．
’ ‡ Isamu 　HIROTA ，京 都 大 学名誉 教 授 ．

◎ 2010　日本気象学会

第 1 図　北尾次郎 の 肖像画．黒 田 清輝 （1907）．
　　　 油彩，73 × 60cm，島根県立 美術館蔵．

物 画 の
一

室 が あ り，犬飼　毅 の 肖像画や岸 田劉生 の 自

画像 な ど に 交 じ っ て 北尾次 郎 の 肖像画が あ っ た （第 1

図）．全 く予期せ ぬ 遭遇で あ っ た た め ，驚 き の あ ま り

そ の絵の前で 足が動か な くな っ た．ゆ くりな くもこ れ

が 北尾 との 再会で あ っ た．

　驚 き の 意 味は 二 っ あ っ た ．

　 ひ と つ は北尾が松江の 出身で あっ た こ と （生立 ち は

次節に 述 べ る）．もう ひ と つ は， こ の 肖像画 を描 い た

の が何 とあの 黒 田清輝 で あ っ た こ と，制作年は 1907年

と あ る か ら
，

こ れ は 北尾 の 没年 で あ る．美術館の説明

に よ る と， こ の絵 は，彼の 没後，東京帝国大学 に お け

る北尾の後任者稲垣 乙 丙が有志を募 っ て 黒 田画伯 に依

2010 年 12 月 35

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

910 北尾次郎 の 肖像

頼 し，北尾の 肖像写真 を も と に描か せ た も の で あ る と

い う． こ の とき黒 田 は41歳，既 に 日本近代洋画壇 の 中

心 的存在 で あ っ た．作品完成後 は ， 北尾 の い た農学部

農林物理学気象学講座 （現在 の東大 農学部生 物測定学

研 究室） に 長 ら く保管 さ れ て い た が ，2005年 に な っ

て ，関係者の 尽力に よ り北尾の 出生地 で ある松江の 島

根 県立美 術 館が 収集 ・修復 し所蔵 ・展示 す る 運 び と

な っ た もの で ある．

　松江で の こ の 予期せ ぬ体験 の 後 ， 北尾の こ と を更 に

詳 し く知 りた い と思 い 始め た ．思案の末，同 じ松江市

出身の東北大 学 中澤 高清教授 に何か 参考 に な る 文献 を

ご存 じな い もの か と お 尋ね した と こ ろ
， 島根大 学 で 長

年北尾次郎の こ と を研究 し て お ら れ る 西脇　宏教授

（ドイ ツ文学）を ご紹介 し て 下 さ っ た．人の 繋が り と

は貴重 な も の で あ る，早速西脇教授 に ご連絡 し た と こ

ろ，ご自身 の お 書 き に な っ た北尾関連の 論文 をは じめ

膨 大 な量 の 文 献 コ ピー
を お 送 りい た だ き

，
さ ら に 北 尾

に ま つ わ る種々 の エ ピ ソー ド も ご教示 下さ っ た ．い ず

れ も私が今 回初め て 知 る貴重 な内容 に 満 ち た もの ば か

りで あ っ た．以下 に述べ る北尾の 生立 ち と履歴 はそ の

殆 ど が 西脇 教授 か ら い た だ い た 資料 に 拠 っ て い る （西

脇ほ か 1989 ；西脇 1994
，

1998 ；平賀 1997）．

　 3．生立 ち と ドイツ留学

　次郎は嘉永 7 年 （1854）， 松江 藩 の 藩 医松村寛裕 の

次男 と し て 生 ま れ た ．ま だ江戸時代 の こ と とて ，生 年

月 日 に 曖昧 な と こ ろ が あ り，嘉永 6 年生 ま れ と す る 文

献 もあ る が ，こ こ で は西脇 教授 の 研 究 に従 い 嘉永 7 年

説 を と る．明治 2年 （1869） 15歳 の と き に 東 京 開成 学

校 （い ま の 東京大学の 前身）に 入 学 し た ．同年 ，
や は

り松江藩 の 藩医北尾漸 一郎 の 養嗣子 と な り北尾姓 と

な っ た，幼少 の こ ろか ら四書五 経の 素読 に励 み ，12歳
で 文 選 ・史記 ・通鑑 等 を通 読す るな ど抜群 の 俊才 で

あ っ た と い う．

　開成学校で は フ ラ ン ス 語を学び
，

や が て大学南校 と

改称さ れ た と き に は英語 と究理 学 （現在の 物理学）を

学んだ，そ こ で も著 し い 勉学成果 を挙 げ た の で あ ろ

う ， 翌年 （1870），僅 か 16歳 で 明 治政 府 の ドイ ツ 留 学

生 に 抜擢 さ れ た ．明治新政府 の 方針 と し て 医学修業 の

た め ド イ ツ （当時 は プ ロ シ ア と呼ば れ て い た） に派遣

さ れ た 14名の うち の 最年少で あ っ た．16歳 と い えば現

在 の高校 1年生 に 当た る．今で は信 じられ な い よ うな

抜擢 で あ るが
， 海路 ア メ リカ 経由 で ドイ ツ に 向か っ た

と き の 同行者に は，伏見満宮親王 殿下 ， 西 園寺公望 ，

森　有礼 な どの名前が見 られ，当時の 日本の 「エ リ
ー

ト」 の有 り様 を垣 間見 る思 い が す る．

　 ドイ ツ 到着後 の 2 年間は ギ ム ナ ジ ウ ム で 主 と し て 独

逸語 を学び，1873年 に ベ ル リ ン大学 に 入学．そ こ で 当

時す で に 高名で あ っ た ヘ ル ム ホ ル ツ ，キ ル ヒ ホ ッ フ ，

ク ン マ ーらの 教授陣の もとで 物理学 と数学を学んだ．

医学修学 の 目的 で 派遣さ れ た 留学生が 物理 系 を専攻 し

た の は一見奇妙で もある が，そ もそ も北尾の 学んだ南

校 は物理 系 で あ り医学系 は東校で あ っ た，藩 医 の 子 息

で 周囲か らは医学者 に な る こ とを嘱 望 され て い た北尾

で は ある が，日本 で の 学歴 と本入 の 意志か ら，実学的

医学 よ りもそ の基礎 と な る物理 を学ぶ こ と に な っ た も

の と思 わ れ る．明治 6 年 に政府官費給与制度 が廃止 に

な り，以 後は養父 か らの学費や家庭教師の収入等で 勉

学を続 けた こ と も自分 の好 む学問分 野 に専念 で き る
一

因 だ っ た の で あろ う．こ の こ と か ら，日本 に帰国後の

北尾 は物理 学者 ・数学者 と し て扱わ れ
， 次節で 述 べ る

よ うに 配 属勤務 先 も医学部で は な く理学部で あ っ た ．

　 と こ ろ が ベ ル リ ン で 勉学中，ヘ ル ム ホ ル ツ と北尾の

間 に奇妙な軋轢が生 じた．ヘ ル ム ホ ル ツ の指導の下 で

色彩感覚を物理 学的に 扱 い 光に対す る視力 を 測定す る

器械 ロ イ コ ス コ ープ （Leukoskop）を発 明 したが ，

そ の 発明 の 優 先権 をめ ぐっ て 師た る ヘ ル ム ホ ル ツ の 怒

りを買 い
， 結局 そ の 仕事 は 1878年ゲ ッ チ ン ゲ ン 大学 に

北 尾 の 学位論文 と し て 提出さ れ た ．そ の 頃 の ドイ ツ の

大 学 に お け る 学 位 事 情 は よ くわ か ら な い が，
“Philosophiae　Doctorem ”

と あ る か ら Ph．D ．つ ま り現

在 の 理学博 士号 と 考 えて よか ろ う．北 尾弱冠 24歳 の 出

世 作 で あ る．

　
一

旦 は ヘ ル ム ホ ル ツ と訣別 した か の 如 く見 え る北尾

は，そ の後 再 び ベ ル リ ン 大学に戻 りヘ ル ム ホ ル ツ の

下 で 研究 を続 けた． こ の あた りの事情 は現在で もな お

不 明 な と こ ろ が あ る と西脇教 授 は 述懐 して お られ る，

しか し
，

い ずれ に せ よ後に 北尾の 名 を世界的に高 らし

め る こ と と な っ た 流体物理 学理 論 の 基盤 が ベ ル リ ン で

ヘ ル ム ホ ル ツ か ら学んだ もの で あ る こ と は 間違 い な か

ろ う．

　 4 ，帰国後の 北 尾

　 13年間に 亘 る ド イ ツ留学 を終え て 明治16年 （1883）

の年末に 29歳で帰国した北尾は，翌年か ら文部省御用

掛大学理 学部勤務 とな り，同年， ドイ ツ滞在中に婚約

し た ドイ ツ 人 Louise　Topp と結婚 （夫人 の 日本戸籍

名 は 留英子）．さ ら に 翌 年の 1885年 に は31歳 で 東京大

36 “

天気
” 57．12．
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学教授 に任ぜ られ た．当時 の東京大学理学部教授 に は

山川健次郎 ， 菊池大麓 な どが い た ．そ の 中 で 北 尾 は 力

学や音響学な ど の講義 を行 い ，聴講学生の 中に は長岡

半太郎 もい た ．そ の 頃は理学部が 数学 ・
天文 ・物理 に

分 か れ る直前で，北尾は物理 学者で あ る と同時 に数学

者 と も見做 さ れ て い た （小松 1991）．

　 し か し こ こ で も ま た 北尾 は不 幸 な体験 を味わ う （こ

の話は 北 尾 の 従兄 弟で あ っ た 桑原羊次郎の 手稿 「北尾

次郎博士 の 逸話」を西脇 （1998）が紹介 した も の に

拠 っ て い る）．

　東大理 科系の総帥で あ っ た 菊池大麓 は英国留学経験

者で あ り， 教授陣 に も英国派が多か っ た 中で
， 北尾の

よ うな独逸系は い わ ば傍系扱 い を受 けて い た と い う．

そ の ような雰囲気の な か，偶々 数学の 講義に 関し北尾

が菊池 の 書 い た黒 板 の 数式 をよ り簡明 に 書 きな お した

と こ ろ
， 学生 の 間で 北尾教授は菊池教授 よ り偉 い と い

う風潮が立 っ た ．こ れ を 知 っ た英国派の教授た ち か ら

学 閥 的 排 斥 の 声 が 上 が り，結 局 北 尾 は 明 治 19年

（1886），理科大学 （理学部）を去 り東京農林学校 （現

在の 東大農学部）の 教授に転 出す る破 目と な っ た ，

　 こ こ で 少 しば か り脇道に 寄 っ て， こ の 「事件」の根

底 に あ っ た 「学閥」 とい う こ と を考 え て み よう．明治

時代の 日本の 学術 文化が主 と して 西 欧諸国 か ら学んで

きた こ と は確か で あ る．こ の 流れは第二 次大戦後 まで

続 き，数学 ・物理学は英国系，医学 は独逸系，芸術関

係 は フ ラ ン ス 系，と い うの が
一

般的で あ っ た （米国が

主 流 とな る の は 1950年 代 以 降 の こ とで あ る）．従 っ

て ， 当時 の東大理 学部 内で 英 国派 が 中心 であ っ た の は

当然だ っ た の か も し れ な い ，し か し そ の こ とが 教授人

事 に ま で 直接影響 し た と い うの は現在 の 目か ら見て や

や奇 異 に 映 る．明治 の 終 わ り頃 に な っ て か らは，た と

えば寺 田寅彦 も東 大助教授時代 の 1909年 に ベ ル リ ン 大

学 に 留学 し て い る が ，帰国後教授 に な っ た 頃 に は そ の

ような学閥の 話は寅彦 の 随筆や彼の 伝記の ど こ に も出

て こ ない ．まして や 昨今の 国 際化の 状況下 で は ， 没個

性 と も言え る ほ ど国際的
一

様化が進 ん で い る の で
， 個

々 の研究者 に国別 の レ ッ テ ル が貼 られ る こ と な どあ り

得な い ．しか し明治 10年代 に お け る東京帝国大学で の

菊池
一

派 と北 尾 の 確執 は，まさ に そ の時代 が もた らし

た不 幸 な出来事 とい う他 は な い で あ ろ う．北 尾 の 性格

は頑固や 狷介 と は程遠 く，ユ ーモ ア を解す る 円満な 人

柄で あっ た とい うか ら，生臭 い 人 間同士 の 諍 い と は全

く違 っ た 問題 で あ っ た．

　農林学校 に籍を移 した北尾 は ， そ の 数年後 ， 帝国大

学 に お け る講座制 の 発足 に 伴 い 「農林物理学気象学講

座 」を担 当す る ． こ の講座 は今 の農業気象学 に相当す

る もの で あ ろ うか ．現在の 法人 化 された大学 で は殆 ど

が大講 座制 とな り，

一
人 の 教授 が 当該 分野 の 教 育研 究

に 全責任を持 つ 「講座」 の 重 み は失わ れ て い る が ，む

か しの講座担当者 と い え ば，そ の分野の 第
一

人者た る

実績力 量 を意味 す る もの で あ っ た．同年，東京 帝国大

学評議 員 に も任 ぜ られ ， 高等官二 等 ， 正五位 に叙 せ ら

れ て い るの で ，理 学部か ら農学部 へ の 異動は必 ずし も

左遷的意味で は な か っ た もの と想像 さ れ る．農学部教

授 を約20年勤 めた北 尾 は，明 治 40年 （1907），前 年 か

ら病気休職中の と こ ろ脳脊髄神経麻痺の た め逝去 ， 享

年53歳で あっ た ．

　東京帝国大学 に お け る北尾に は 「孤高の学者」 と い

うイ メ ージが残 る．しか しなが ら，歴史 に 「もし」は

な い と し て も ， もし北 尾 が 学閥 の被害を受 けず理学部

に在籍 を続 け て 気象学 の 研究を 発表 し後継者 の 育成 を

行 っ て い た な ら ば，我が 国の 気象学 の 歴史 は大 き く

違 っ て い た の で はな い か と思 わざ るを得な い ．

　 5 ．北尾博士論文集

　科学分野に お け る北尾の 業績 は ，彼 の 没後，後任者

の稲垣 乙丙に よ る 「北尾博士論文 集」 （1909） に纏 め

られ て い る （第 2 図）．冒頭 に載せ た黒 田清輝筆 の 肖

像画 の 素材 と な っ た 写真 も直筆 の サ イ ン を添 えて 表紙

に載せ て ある．500ペ ージ近 くに及ぶ こ の論文集は 奥

付 の み が 日本 語 で ，本 文 は 稲垣 に よ る 前 書 き （追 悼

文） も含 めす べ て 独逸語 で 書 か れ て い る，唯
一

の 例外

は ロ
ー

マ 字 で 書 か れ た
“ Ryutai−Ryokugaku 　no 　Ken −

kyu
”

（流体 力学 の 研 究．　 Ryokugaku は 誤植 で は な

い ．力 学 を当 時 は リ ョ ク ガ ク と発音 し て い た も の

か ）．な お
， 次郎は 1885年 に 田中館 愛橘 が 日本式 ロ ー

マ 字 を考案す る 以 前 か ら自分 の名前 を Jiroで はな く

Diro と綴 っ て い た よ うで ある，

　こ の 論文集 に 因 む もう ひ とつ の 興 味ある事 実 は，東

大物理 を卒業後中央気象台に 勤務 し て い た当時35歳 く

ら い の 岡田武松が稲垣 の 依頼で こ の 論文集 の 校正 を手

伝 っ た こ とで ある （岡田 1933）．岡田 は学生 の こ ろ す

で に 田 中館愛橘教授の お 供 として 農科大学の研究室 に

北尾 を訪問 した こ とがあ り，後年 は様々 な形 で 北尾 の

気象学 に 関す る業績 を紹介 し解説 し て い る ． こ れ も ま

た，
一

世代上 の大先輩 に対す る岡田 の畏敬の 念が 為せ

る業 だ と言 えよ う．

　北 尾 の論文 集 に収め られ て い る研究内容 は ， 第 3節
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第 2 図　稲垣 乙丙編 ；北尾博士論文集 （1909） の

　 　 　 表紙．

計200ペ ージ近 くに及ぶ こ の大作の 独逸 語論 文 を通読

す る語学力 と体力は到底持 ち合わ せ て い な い こ と で あ

る．岡 田 の 「測 候 瑣談 」 （1933） の な か の 「北尾先生

の 颶風 論」 に は ， 「…今 日で は先 生の著 は された颶風

論位 の もの を書 く若手 の 気象学者 は本邦に 於 て は決 し

て少 くは な い が，あ の 当時は気象学者で あ の 大論文 を

読破 した人 は果た して あ っ た で あ らふか甚だ心細 い 程

で あ らふ …」 とある．こ の 箇所 をい ま読 む と我 が 身 を

恥 じ入 る ばか りで ある．も し本当 に 岡 田 が 校正 の 際

に
， 文章の みな らず膨大 な量の 数式をす べ て チ ェ ッ ク

した の で あれ ば，恐 る べ き熱意 と言わ ざ る を得な い ．

当時 の 印刷技術 は現在 の よ うなデ ジタル 方式 とは全 く

違 っ て ，数式 も含め ア ル フ ァ ベ ッ トの 活字 を植字工 が

す べ て 手で拾 っ て い た の だ か ら誤植の校正 は想像を絶

す る作業だ っ た はず で ある．

　それ ゆえ ， 以 下 の解説 は原論 文 の 項 目キーワ ードを

獨和 辞典片 手 の 拾 い 読 み を し た 範囲 に 留 め ，岡 田 の

「気象学礎石 」 （1937），同 「気象学 の 開拓者」 （1949）

な ど を参考 に して 記述 す る．良 く知 ら れ て い る と お

り，岡田武松 は明治か ら昭和前半に か けて の 我が国気

象界 に あ っ て ，類 まれ な る勉強家で あ り外国語文献の

理解 と紹介の第一
人者で あ っ た か ら

， 彼 の 解説は信用

して よか ろ う．「文献 の孫引 き」 と い うお 叱 りは甘受

する．

で 述 べ た Leukoskop に 関す る も の を は じ め，数学，

物理分野 に幅広 く亘 っ て い る が，気象学の 立場か ら言

え ば， こ の 論文 集の 白眉 は何 と い っ て も1887年か ら95

年 に か けて 3部 に わ け て 「理科大学紀 要」 に 発 表 され

た
“
Beitrage　zur 　Theorie　der　Bewegung 　der　Erdat−

mosphare 　und 　der　WirbelstUrme
”

で あ ろ う．当時の

訳 で は，「地球 上 大気 ノ 運動 及 ビ 颶 風 ノ 理 論」 と な っ

て い る．もう少 し正直 に 訳 す な ら ， 「地 球大 気 と回転

性嵐 の 運動 に 関す る 理論 へ の 寄稿」 と で もな ろ うか．

颶風 （グ フ ウ） と は台風や ハ リケ ーン の よ うな熱帯性

低気圧 に伴 う強風 を指す 古い 言葉で あ る．

　 さて ，い よ い よ次節で は本文の 中心 と な る北尾理論

の 解説 を行 い た い が ，そ の 前 に 率直な お 断 りを し て お

く．

　ひ とつ は
，

こ の 「天 気」 気象談話室 の 読者 に と っ て

個々 の数式 を追 っ た 力学理論の 詳細な説明は必ず し も

適当で はなか ろ う と思わ れ る こ と．そ し て な に よ り，
一応 は気象力学 を専門 と して きた私で も， 3部作で 合

　 6．北尾 の 大気力学理 論

　 こ の 論文 の 内容は，題 目 か ら も分か る よ う に ，大気

大循環 と 回転地球上 の 高低気圧 の 力学 を扱 っ た も の で

あ る．北尾の論文が書か れ た 1880年代 ま で の 大循環論

の 歴史 を概観 す る と， 17世紀 の ハ レ ー
， 18世紀の ハ ド

レ ーを嚆矢 と し て ，19世 紀 中葉 の ドーフ ェ
，

フ ェ レ

ル ， ト ム ス ン等 に よ る 段階的発 展 が あ っ た ．そ こ で

は，地 球 自転 の 効果 （端的に は 地衡風 と そ の 象徴の ボ

イ ス ・バ ロ ッ トの 法則） に 基 づ く高低気圧運動が大循

環 の 要因 で ある と の 認識 も出来あ が りつ つ あ っ た．し

か し，そ れ ら は い ずれ も定性的 ・概念的な枠 を出る も

の で は な か っ た ．当時 は現実大気の 観測統計事実が 殆

どな か っ た た め ，これ ら の 大循環論 に対す る定量的立

証 の要請 も稀薄で あ っ た ，同様 に，19世紀な か ば に始

まっ た 「天気予 報」の試み も，初期 に は 天気図中心の

経験則 が 主体 で あ り， 大 気力学 （物理法則） と の 結び

つ き は リ チ ャ
ード ソ ン に代表 さ れ る よ うに 20世紀 に 入

る ま で待た ね ば な ら な か っ た ．

　 こ れ に 対 し，北尾 の仕事の 最大の 特長は，物理 法則
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に 基づ く厳密な数学的議 論を展 開 し た点 に あ る ．論文

は 3部 12章か ら成 っ て い る．190ペ ー
ジ余 りの 殆 どが

数式 で 埋 め尽 くさ れ て い て ，図は概略的で 簡単な も の

が 14枚ほ ど示 さ れ て い る だ け で ある．

　第 1部は 主 と して 気圧 と風 の 関係を 高低気圧 の な か

の 大 気運動 に つ い て論 じた もの で ，用 い られ て い る流

体力学方程式 は，球面 と自転 の 効果 も含め て 極め て 厳

密で ある．風速成分等の 種々 の 気象物理量の 表記法は

現在 の そ れ と殆 ど同じ だ か ら式の 意味 は追い や す い ．

な か に イ ソデ ィ ナ
ー

メ ン （Isodynamen ） とい う聞 き

慣れ な い 用語が 出て くる が，こ れ は ジ オ ポ テ ン シ ャ ル

に相当す る もの で ， そ の 等値線が等圧線 と同 じ意味に

な る．風 の 鉛 直成分 が高さ に 比例 す る こ と，地面 の 摩

擦 抵抗が 風速 に 比例す る こ とな どの 仮 定 を置 い て い る

が， こ れ は後述 の オーバ ーベ ッ ク の 論文 （1888）で も

同様 で あ る．

　第 2部 で は 渦度 の 南北勾配 を持 つ 東西流 の な か で の

渦運動 の 生成 と形態 を論 じて い る．こ れ は当 時 として

極 め て 独創的な問題設定で あ り， 後 の 大循環論 に お け

る 中緯度前線帯の存在や波動 の作用 を示唆す る もの で

あ る．第 3 部で は ，低気圧 が 二 つ 存在す る と き の 両者

の 中心 の 周 りの 運動 と両者の 距離の接近を示 し て い る

が， こ れ もまた後の 藤原咲平 の 「藤原効 果」 の ヒ ン ト

に な っ た の で は あ る ま い か
， と想 像 され る （藤原 の

「大気物理 学」 （1930）の 中に は連続方程式の 座標表示

に関 して 北 尾 の 引用が ある か ら ， 藤原 が北尾論文 を読

ん で い た こ と は確か で あ る）．

　大気環流論 （大循環論） に関し て は，地球自転 と極 ・

赤道間 の加熱差 と い うハ ドレ ー以来の 基本的枠組み か

ら出発 して ， 摩擦 を考慮した南北方 向の 運動形 態 を詳

細 に 計算 し，子午面循環 （ハ ド レ ーセ ル ） に 伴 う平均

東西流が低緯度で西向き高緯度で 東向き の分布 と な る

こ と を示 し て い る ．（「気象学礎 石 」 （岡田 1937） の 第

54図 に は ， 北 尾 の こ の 理論計 算結果に 基 づ く模式図 を

岡 田が描 い た もの と して示 さ れ て い る）．

　な お
， 当時の学術論文 に は ， 現在 の よ うな文献引用

の 形態 （誰 そ れ （19xx）に よ れ ば …の よ うな 書 き 方

や 巻末文献 リ ス ト）は全 くな い の で ，北尾論文の 場合

も，個 々 の 方程 式 の 提示 や 計 算結果 の解 釈等 に 関 し

て ，彼以 前 の 誰の論文 を参考 に した もの か は必 ず しも

明 ら か で は な い ．し か し，北尾 の 議論 の 中心 課題 が

「回転 場 に お け る渦運 動の 力学」で あ る か ら，そ の 根

底に は ベ ル リ ン で 学 ん だ ヘ ル ム ホ ル ツ の 物理 学 （そ の

象徴 が ヘ ル ム ホ ル ツ の 渦定理 ノ） が あ っ た こ と は間違

い な か ろ う．

　北尾論文の 第 1 部 （Kitao　l887）が 発 表 さ れ た 翌

年，ドイ ヅ の グ ラ イ フ ス ワ ル ド大学教授で あ っ た オ ー

バ ー
ベ ッ ク が や は り大気大循 環 を流体力学方程式に則

し て 議 論 し て い る （Oberbeck 　 1888）．現在の よう に

毎年国際学会が 開か れ国際 ジ ャ
ーナ ル 投稿 論文 の プ ン

プ リン トが イ ン タ ーネ ッ トで 世 界 中 の研究者に 直 ぐ読

まれ る の とは違 い ，北尾 とオ
ーバ ー

ベ ッ ク の 仕事 は発

刊 に 1 年の 差 は あ っ て も実質 的 に は 「独 立」 と見 な し

て 良か ろ う．オ ーバ ーベ ッ ク の 長所 は
， 大気の摩擦係

数 と し て 空気 の 粘性係数 よ りは る か に 大 き い もの を仮

定 し た 点に あり，これ は 20世紀に な っ て テ イ ラー
以 後

一
般 化 さ れ た 「渦動粘性」 を先取 り し た 卓見で あ る．

彼 の 大循 環論 に お ける子午面 循環 の 形状 は，当然 と は

い え，北尾 の 得た そ れ と類似 し て い る．

　 こ の殆 ど同時に 出さ れ た 二 人の 大規模大気力学 （大

循環） 理論 の 気 象学史 に お け る 位置 づ け は，次節で 再

考す る よ うに様々 で あ ろ うが，現在の 定説で は，方程

式の 理論 的扱 い の厳密さ に お い て 北 尾 に
一

日 の長が あ

る と見 な されて い る．

　 7 ．国際気象界 に おける評価

　優 れ た 研究論文 が国籍 ・言語 を問 わ ず世界 中の 関連

研 究者に読 まれ る こ とは，学問の 進 展に と っ て極め て

重 要 な こ とで あ る．現在で は
， 研究者 の 実績力量 を測

る ひ と つ の判断基準 と して，発表 した研究成果が他 の

論文 で 引 用 さ れ た 回 数 （被引 用度）が 注 目 さ れ て い

る．こ の 観点か ら，廣田 （1996）は個々 の 論文 の 優 秀

性が 引用 ・被引用 の 両面 か ら判断で き る こ と を論 じ

た．もち ろ んそ の た め に は ，印刷 され た 学術誌の配布

に よ る情報 の 十分 な流通 が行われ て い る こ とが 大 前提

で あ る．

　 し か し 百年以 上 も昔に は
，

こ の事情 は 大 い に 異な っ

て い た はずで ある．本文の 主題で ある北尾次郎の大気

力学理 論が 印刷 発表さ れ た 「東京帝国大学理 科大学紀

要」 が何部 印刷 され海外 に どの よ うな形で 配布流通 し

て い た の か 見当が つ か な い ．い か に 内容が優れ て い た

に せ よ ， 彼 の 独逸語論文が
， とりわ け英語圏 で 何人 の

目 に触れ た も の で あ ろ う か ．そ の意味 で
， 当時 の 国際

気象界 で の 評 価 が どうで あ っ た か ，現在の 常識で推 し

量 る の は 容易 で は な い ．

　 岡田 の 「気象学の 開拓者」に よ れ ぼ，米 国 で は北尾

論文 は そ の 出版後 す ぐに読 ま れ て い た ら し く，1887年

の The 　American 　Meteorological　Journa1に紹介記
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事が 出た ほ か ，1890年出 版の 「気 象力学の 最近 の 進

歩」 （Abbe 　1890） で は北尾 の 理 論が 高 く評 価 され て

い る．こ れ を書 い た ア ッ ベ は
，

日本 に お け る 岡 田 と同

じ よ うな意味で ，欧州の 最新の 研究論文 を米国に紹介

す る こ と に長 け て い た ようで あ る．事実，彼の 手に よ

る ヘ ル ム ホル ツ やオ
ーバ ーベ ッ ク論文の 全文英訳が ス

ミ ソ ニ ア ン 全集 に 残 っ て い る．余談 を加え る な ら
， 現

代の英国気象界の 第
一

人者た る ブ ラ イ ア ン ・ホ ス キ ン

ス で さ え も，ヘ ル ム ホ ル ツ （1888） を引用 す る に あた

り，ア ッ ベ の ス ミソ ニ ア ン 版 の 英 訳 に 頼 っ て い る

（Hoskins 　1990）．

　ア ッ ベ は また米国に お け る天気予報の 創始者 の一人

で もあ り，
1901年の Mon ．　Wea ．　Rev．に載せ た 「長期

予報の 物理 的基盤 」（Abbe 　1901） の 中 で ，フ ェ レ ル

以後北尾 に 至 る
一

連 の 大 循環論 が 当時 の daily予報 を

時間的に延長す るた め の 有力な基盤で ある と述べ て い

る．これ は後述す る よ うに
，
20世紀後半の 大循環数値

モ デ ル が現在の 週間予報 （さ ら に は月間 予報） の ル
ー

チ ン 業務 に 用 い られ る よ う に な っ て き た こ と を予見 し

て い る．因 み に， こ の ア ッ ベ の 下 で 学 ん だ T ．

Tamura （田村　哲 ：後 に海軍大学校や東京高等師範

学校の 教官）が北尾の 没 年 （1907）の 気 象集誌に 追悼

文の 形 で 北尾の業績 を英 文 で 詳 し く紹介 し ，
さ ら に そ

の 要約 を Mon 。　 Wea ．　 Rev．に 載せ て い る （Tamura

1907a
，
　b）．

　
一

方，欧州で は，1920年代 に ドイ ツ の ライプチ ッ ヒ

大学 に い た ワ イ ク マ ン や ハ ウ ロ ヴ ィ ッ ツ が 自分 の 論文

の 中に 北 尾 の 仕 事 を紹介 し高 い 評 価 を 与 え て い る．

1920年代 と い えば，
ま さ に ノ ル ウ ェ

ー学派の 前線低気

圧論が花開い た時期で はある が，残念なが ら北尾の 低

気圧理論が ノ ル ウ ェ
ー学派の仕事に直接影響 を与 えた

とい う文献証 拠が あ る もの か ど うか 私 は寡聞に して 知

らな い ．現実大気の観測解析 と大気力学理論 との 明確

な結び つ き は，20世紀中葉， ロ ス ビー ・
チ ャ

ー
ニ
ー ・

イ ーデ ィ の 時代に な っ て か らで あ る．

　 もうひ とっ 私 の 目 に 残念 に 映 る の は， ロ レ ン ツ の 有

名な大循環 論 （Lorenz　l967）の 中に
，

ハ ド レ
ーに 始

ま る歴史 の
一こ ま と し て オ ーバ ーベ ッ ク の 仕事 は詳し

く述べ ら れ て い る に も拘わ らず，そ れ に先立 つ 北尾の

名前が 見当た らな い こ と であ る．こ れ もア ッ ベ の 紹介

の 労が戦後の 米国で は記 憶か ら薄れ て い っ た と見 るほ

か な い の で あ ろ うか ．

　 し か し
，

い ずれ に せ よ，19世紀末か ら 20世紀初頭に

か けて ，北尾次郎 は我が国が生 んだ最初 の国際的気象

学者 と し て 高 く評 価 さ れ て い た こ と は間違 い が な い ．

　 8 ．日本 の 気象界 と北 尾

　東 京 帝 国大 学理 学 部 か ら農学 部 に 籍を 移 し た 北 尾

は
， 上 記 の 大作 の あ と は気象学 の 論文 を発表 し て い な

い ，担 当講座 に直結 した農業気象学関連 の も の も稲垣

乙丙編 の論文集に は 入 っ て い ない ．ひ とつ に は
， 彼 は

世俗 に対 し超然 とした性格で あ っ た た め
，

ま た余 りに

も多才 で あ っ た が ゆえ に
一

つ の 世界に固執す る タ イ プ

で はな か っ た か らな の か もし れ な い ．

　と こ ろ で
，

日本の気象学会 の 設立 は 北 尾 の 帰国前年

の 明治15年 （1882年）で あ るが，北尾 が東大着任後に

気象学会 に 何 らか の形 で 関与 した と い う証拠 を私は 知

らな い ．標記 の 論文 を含 む 北 尾 の 流体力学研究 は数学

物理 学会 （現 ・ 日本物理 学会）で 講演 さ れ て い る．僅

か に 1907年の 気象集誌 に は，先 に述 べ た 田村の 追悼文

の ほ か に
， 縦書 き の 和文 で 「理 学博士北 尾 次郎氏 逝

ク」 と題 し た 2 ペ ージ ほ ど の無記名追悼文が載 っ て い

る だ け で あ る．

　そ の 頃の 日本の気象界は 良 くも悪 くも直接役立 つ 実

学が重視 され て い た の で，北尾の ような最先端の 理論

気象学 を理解で きる人 が殆 どい なか っ た の も
一

因 で あ

ろ う．そ の あ た りの 事情は
， 明治 中期 の気象学会会頭

が ，山田顕義伯爵や榎本武揚な ど，気象学者 と い うよ

り世間的知名度の 高 い 人物 に よ っ て 占め られ て い た こ

とか らも想像で きる，北 尾 の 学問を良 く理解 しそ の 心

酔者で あ っ た 岡田武松が 日本気象学会の指導者 と し て

会頭職 に就 くの は時代が下が っ て 昭和に 入 っ て か ら の

こ と で ある，

　先 に も触れ た よう に ，岡田 はそ の 著書の なか で北尾

に つ い て 多 くの 記述 を行 い ，そ の 学問 の 系譜 は藤原咲

平へ と引き継が れた．しか し 日本気象学会の な か で
，

北尾の 足跡 を戦後 まで 伝 えた の は ， 岡田 の没後 に 「世

界気象学年表」を共著者 と し て 出版 した荒川秀俊の ほ

か は ，　 「気象学百年史」（高橋 ほ か 1987） に 短 い 記載

が 見 え る程度に留 ま っ て い る．私 の学生時代の 恩師 ・

正野重方教授か ら も， 残念な が ら直接北尾の こ と を聞

い た 記憶 は な い ．戦後 の 日本気象界で 理論気象学 の 領

袖で あ っ た 正野先生 と い え ど も，お 生 まれ は北尾の没

後で あ るか ら，こ れ も無理 の な い こ と であ っ た ろ う．

　 9，北尾次郎の現代的意義

　第 7節で も触れ た よ うに
， 北尾 に始 ま る本格的な理

論気象学の 世界的な流れ は 20世紀の 中葉 に も生 き続け
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て き た ．大気運動 （特 に 波動擾乱） の 本質 を流体物理

学方程式で記述 し た チ ャ
ーニ ー，イ

ー
デ ィ の仕事が そ

の 代 表例 で あ る．

　チ ャ
ーニ ー

はまた， リチ ャ
ードソ ン の試 み を受 け継

ぎ物理法則 に 立脚 し た方程式の 数値解法 に よ る数値予

報の 開拓者 と も な っ た．1950年代 ， 出発 当時 の 数 値予

報 は中緯度 の 限 られた領域 に お け る 1 日か ら数 日の 時

間 ス ケール の 天気現 象が対 象 で あ っ た が，本来そ の 背

景 に は
， 北尾 と オ ーバ ーベ ッ ク に よ り提起 さ れ た半球

規模の 大気運動 （大循環）そ の も の が 物理方程式で 記

述 で きるはずの もの で あ る とい う思想 が あ っ た．大戦

後の 計算機技術 の 発展 と相 俟 っ て ，
こ の道筋 は い わ ゆ

る大循環数値 モ デ ル （GCM ） さ ら に は近年 の 気候予

測モ デル と し て 発展 して きた．そ の意味で 北尾 の 功績

は百年以上 経 っ た現在で も忘 れ去 られ て は な らな い 貴

重 な遺産 な の で あ る．

　しか しな が ら，如何 に 現在 の コ ン ピ ュ
ーターが大型

化 ・高速化 さ れ時間空間高分解能 の 計算が 可能 に な っ

た か ら と 言 っ て も，大循環 ・気候 の 数値 モ デル が 出来

合 い の道具 として の み 扱わ れ る こ とが あ っ て は な らな

い ．特 に
，

そ の よ うな研究 に 従事 して い る 中堅若 手 の

研究者た ち に望 ま れ る こ と は
， 方程式 を数値的 に解 い

て 大循環 を研究す る学問の あ り方が，決 し て単な る技

術作業に留 ま る こ とな く，常に数学 ・物理の 基本 に 立

ち返 っ て 思考 を深め る もの で あ っ て 貰 い た い もの で あ

る．20世紀後半 の GCM に お ける 「哲 学の 欠如」 は現

在 で も 反 省 す べ き 点 が 多 々 残 さ れ て い る （廣 田

1992）．

　もうひ と つ
， 研究者 と し て 大切 な こ と は，先人 に 学

ぶ 心構 え で ある，い かな る研究 に お い て も他人 の 真似

事で な い 独創性が求め られ る の は言を俟た な い が ，そ

れ は決 し て 先達 の業績 を無視 し て よ い と い うこ と で は

な い ．現在 の 学界 を み る と，競争心 で 先 を 急 ぐ あ ま り

目先の こ と に の み 囚われ て学問の 本筋を忘 れ て い る傾

向が 無 い と は言えな い ．か っ て ベ ル リ ン で 紆余曲折は

あ っ た に せ よ，北尾の 学 問は師 ヘ ル ム ホ ル ツ か ら多 く

の もの を受 け継 い だ の で あ る ．

　岡田武松 はい ざ知 らず，現在の 私自身 は北尾の 論文

を総て 読破す る ほ どの力 は 持 っ て い な い ．した が っ て

後輩諸氏 に対 し，い ま北 尾 を読 め と言 うつ も りは毛頭

な い ．唯ただ，我 々 の分野 の偉大 な先達 で あ る北尾次

郎か らの 無 言 の メ ッ セ ージを受 け取 っ て 貰 い た い と強

く願 うの み で ある， こ の小文が その
一助 と なれ ば幸 い

に 思う．

　付記 ：北 尾 の 知 られ ざる側面

　気象学分野 に お ける北尾 の 業績 に 関す る本文の 主 旨

か ら は逸脱 す る が ，北尾次郎 に は東京 帝国大学物理学

教授 と は 全 く異な る 人物像がある．彼 は文学 や美術に

対す る 造 詣が 深 く，ベ ル リ ン 滞在中に独逸語で 書 い た

「Waldnymphe （森 の 女 神）」 と 題 す る 手 書5000ペ ー

ジを超す 小説が 自筆 の 挿絵数百枚 と と もに 現在島根県

立図書館 に保存 さ れ て い る ．音楽に 関す る趣味 も豊か

で ，東京 の 自宅 で は 夫人 と と もに ピ ア ノ の演奏 を楽し

ん で い た と い う．そ の
一

方 ， 法 学 に も関心 が あ り，

「普国憲法起源史」（東京弘道書院 1884） の よ うな著

作 も残 して い る．専門分野 に 近 い と こ ろ で は
， 数理物

理学理論 に 留 まらず，種 々 の 実験 器具の発明 も行 な っ

て い る．まさ に 「ル ネ ッ サ ン ス 的人物」 と で も呼ぶ の

が相応 し い ．

　詳細は 西脇 ほ か （1989） を参照さ れた い ．
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2 ．受賞候補者 ： 日本国籍 を持ち ，日本在住の 方．必

　　ず所 属組織 研究機関の 長の推薦が必要．

3 ．授賞内容 ：賞状 ， 賞牌 ， 副賞 と して 1 千万 円．

4 ，推薦 に必要な資料 ：推薦要項書 ， 主要論文テ
ー

マ

　　（10篇以内）の リス ト，主要論文 3 篇以 内の 別刷

　　（コ ピ ーで も可）各 1部．

5．推薦締切 ：2011年 1月31日 （月）

6 ，推薦書送 り先 ：

　　〒 104−0061　東京都 中央区銀座 3−7−12

　　　　　　　 王 子不 動産銀 座 ビ ル

　　　　　　　 公益財団法人　藤原科学財団

　 Tel ：03−3561−7736 ，　 Fax ：03−3561 −7860

　受賞者の決定 は 2011年 5 月中旬，贈呈式 は 6 月17日

（金 ）の 予定 で す．賞 に関す る詳細 は 財団ホ ーム ペ ー

ジ http；／／www ．fujizai．or ．jpを参 照 す る か ，気象学会

事務局 に お た ずね 下 さ い ．
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