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　 1，は じめ に

　／924年 12月 2 日高層気象台 （所在地 ：館野，現 つ く

ば市長i峰）の 台長大石和三郎等の測風気球観測 に より

高度 9km に お い て 70　m ／s に 達 す る 風速 が 観測 さ れ

た． こ の 観測結果 は エ ス ペ ラ ン ト文 （Ooishi　 1926）

で 世界 に 向けて 発表 され た が， こ の 報告は海外の論文

に 引用 さ れず気 象学 史の な か で は シ カ ゴ 大 学 （Staff

Members 　l947） の 成 果 の 影 に 埋 没 し て し ま っ た．

Lewis （2003＞ は 「高層気 象台 に お け る ジ ェ ッ ト気流

の 発見」 に つ い て 気象学史的 な 紹介 を し た が ， 当時 の

日本の 事情に つ い て は充分 に 言及 して い ない ．

　本報告 で は，「ジ ェ ッ ト気流 の 発 見」 が 世界的 に 認

知さ れ な か っ た 日本の背景的事情を調べ る．

　 2 ．高層気象台に おける高層風観測の 成果

　 レ
ー

ウ ィ ン ゾ ン デが 実用化 さ れ る以前 の 高層風観測

は 測風気球観測 に よ っ て な さ れ て い た ，測風気球観測

の 方法 は次 の 2 方法 に 分 けられる ：

1）気球 の ．ヒ昇 速度 を一定 と仮定 し， 1 地点 か ら望遠

　鏡で追尾 し，高度角，方位角 か ら気球 の 位置 を決定

　 し位置 の 時間的変化 か ら風速 を算定 す る．

2 ）基線の両端の観測点か ら気球の 高度角 ， 方位角を

　測定 し気球 の 高度 と 位置を決定 し位置 の 時間的変化

　か ら風速 を算定す る．

　高層気象台で は 両方の 測定法 を使用 して お り，後者

の た め に 長大な基線 を設け て い た．当時 の 高層気象台

に つ い て は 大石 （1950）と北岡 （1951）の 紹介が あ

る．

　 目視 に より測風 気球 を追尾す る観測は雲 に 遮 られな

い 条件下 で の み可能で あ る．晴天時に観測 データ が得

られ て い たが ，

〜1Dkm に まで 達 した観 測 例 は 少 な

い ．

　／924年12月 2 日の 中央気象台の地上 天気図 は寒気吹

き出し の状況を 示 し て お り ， 晴天 に恵 まれ 〜9km に

達す る観測 が 行われた，Ooishi （1926） に 記載 さ れ て

い る 1924年12月 2 日 の ／0時07分 （JST ： 日本標準 時）

お よび13時 52分 に 飛揚 された測風気球 に よる観測デ
ー

タ を 記入 した 風速 鉛直分布図 を第 1図 に 示 す．両峙刻

共 に，〜9km に お い て 〜70　mls の 風速 を観測 し て い
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　第 1 図 高 層気象 台 に お け る1924年12月 2 日

　 　 　 　 10；07お よ び 13：52 （亅ST ： 日 本 標 準 時 〉

　　　　 の 測風気球観測 で 得 られ た 風速鉛直分

　　　　 布，

sKozo
　NINOMIYA （無 所 属 ）．

　 knino ＠ cd ，wakwak ．com

◎ 2〔｝14　 日本気象学会
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る．な お 〜3km 以 上 で は風向は “’270eで あ っ た （第

1図 に は風 向を示 して い な い ）．こ れ が 「ジ ェ ッ ト気

流 の 発見 と言 わ れ て い る観測」 で あ る，大石 （1926）

はさら に1923年 3 月
一1925年 2月 の 観 測データ を用 い

て 館野 の L層風 の 季節的変化 を調 べ ，冬期 に 上 層風速

が著し く増大す る こ と を 示 し た．しか し これ ら の報告

で は 「ジ ェ ッ ト気流」の 概念や用語は提出 さ れ て い な

い ．

　 3 ．日本 に おける評価

　高層気象台 に お け る ジ ェ ッ ト気流 の 観測 の 意義 は 海

外で は認知 さ れ な か っ た ．で は，日本国内で は どの よ

うに認識 ・評 価 され て い た の で あ ろ うか ．

　中央気象台長 で あ っ た岡田 （1949） の 「気象学 の 開

拓者 1に は リ ン デ ン ブル グ高層気象台設立 と大 石 の留

学の 記述が ある．さら に，「1926年 8 月 に 岡田台長 と

藤原博士 が リ ン デ ン ブル グ高層気象台を訪問 （視察 ・

見学） した」 と記 し て い るが，折角の 機会な の に 館野

に お け る発．見を紹介 した と は 述 べ て い な い ．

　岡田 ・荒川 （1956＞ の 「世界気象学 年表」 に もリン

デ ン ブ ル グ高層気象台設立 と大石 の 留学の 記述 が あ

り，大石台長が pilot　balloonを 「測風気 球」 と 和訳

した事 も記 され て い るが ジ ェ ッ ト気流観測 の 記述は な

い ．こ の 書物に お い て 岡 田 は 海外 の 気 象学史 を適切 に

記述 しただ けで な く，北尾次郎教授 の 「大気の 運動 と

颶 風 の 理 論 ：1887 （独文）」，藤原咲平博士 の 1大気 中

の 音 の 異常伝播 の 研究 ： 1914 （英文）」， 堀 口由己博上

の 「颱風 の エ ネル ギー論 ： 1932 （英文 ）」，中谷宇吉郎

教授の 「雪 の 人 工 結晶 ：1936 （英文）」な どの 日本 の

「ア カ デ ミ ッ ク な研究」 を適切 に 紹介 して い る．こ れ

ら の 記述 と比較す る と岡 円 は 1現場 に お け る観測的発

見」 に つ い て は無関心 で あっ た よ う に推察さ れ る．な

お ， 同書の荒川 の 補筆部分 に は 大石 の 観測 が 記 され ，

それ が 海外 で は無視さ れ た と記さ れ て い る．

　 日本 の 書籍 の 中 で は 正 野 （1958） の 「気象学総論」

の 記述 が 最 も正確で あ る の で，そ れ を引用 す る ；

「以前か ら大気大循環 の 研究 に よ り中緯度 で は偏西 風

が 卓越 し ， 風速が高さ と共 に増加 して い る こ と が 知 ら

れ て い た．Peppler （1919）は リ ン デ ン ブ ル グ に お け

る観測データ を統計 して 偏西風 の 最 も強 い 高さ Hm と

圏界面 の 高 さ H ， と の 間 に Ht ・＝（4／3）（Hm − 2．o） km

の関係がある こ と を示 した ．高層気象台 の 観測 に よ っ

て 上層 の 偏西風 の 状態 は か な り良 く分か っ て い た が，

観 測点 は館野 だ けで あ り風速の 水平分布 は 分 か ら な

か っ た ．第 2 次 世界大戦中，日本上空 で 米軍機 が し ば

し ばユ00m ／s に 及 ぶ 強い 西風帯に遭遇 した．こ の 強い

西風帯は狭い 範囲に限ら れ て い た の で ，後 に シ カ ゴ 大

学研究 グル
ープ （1947） に よ っ て

“
ジ ェ ッ ト気流

”
と

名付 け られ た．」

　気象百年史 〔気象庁 1975a ＞ に は高層気象台 と高層

気象観測 の 変遷 に つ い て 詳 しい 記述 が あ るが ， ジ ェ ッ

ト気流発見や データ に つ い て の記述 は 無 い ．

　高橋 ほ か （1987） の 「気象学百 年史」に は高層気象

台設 立 （初代大石台長）お よ び大石 に よ る上空 の 強 い

偏西風 発 見 に つ い て の 簡潔 な記述が あ る．

　饒 村 （1998） の 解説 が 「気象 1 に 記載 さ れ て い る

が，「当時は対流圏上部で の 強風が知 られ て い な か っ

た 」 とす る記述は ， 正野 （1958）に 比較して 不正確 で

あ る、ま た 「凵 本 の 高層気象観測 は 世界 で も先進的で

あ っ た 」 の 評価は過大で あ る．当時 の 観測機材の 多 く

は 海外 か らの 輸入品 で あ り，高層観測点 は 1地点だ け

で あ っ た ．先人 の 業績を尊敬すべ き で あ る が 「贔屓 の

引き倒 し 」 に な っ て は な らな い ．

　水野 （2014） も 日本の高層観測 の科学史 を記 して い

る が，大石 の 観測が海外 で 評価 されなか っ た経緯 ・事

情 に つ い て は 触 れ て い な い ．

　本報告で は ， 前記の報告 とは異なる観点 か ら日本 の

第 1表　大石 台長 の 経歴．

第 2表　岡田台長 の 経歴．
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高層気象観測史を 議論す る．最初 に 明治後期〜昭和初

期の 時代環境 に触れ る．気象百年史資料編 （気象庁

1975b ） に 記録 され て い る 大石 台長 と岡田台長の履歴

を第 1 お よび第 2表 にまとめ，彼 等 が 活躍 した年代 の

歴史的背 景 を第 3表 に記 す，

　大石台長 は第 1次世界大戦前 に 当時の 高層気象観測

の 先 進 国 の
一

つ で あ る ドイ ツ に 出張 し リ ン デ ン ブ ル グ

高層気象台 に滞在 し， 大戦後に は ア メ リカ に出張し て

高層観測 に つ い て の 情報を収集し て い る ．彼 は 1929年

に は高層気象委員会に 出席 し て い る が ，そ の 機会 に

「ジ ェ ッ ト気流観測 の 成果」 をどの よ う に 報告 した の

第 3 表 　大 石 台 長 の 時代的背景．

日露戦争

第 1次世界大戦

満 州 事 変 ・上 海 事変

日 中戦争

第 2次世界大 戦 （欧州）

第 2 次世界大戦 （太平洋戦争）

か は 不明 で あ る．

　 1937年に 日中戦争が始 ま り，1941年に は太平洋戦争

が始 ま り， 気象データ や 調査結果は機密扱 い に さ れ

た．戦争末期 ， 日本軍は 「気球爆弾」を飛揚させ上層

の 西風 に 流 させ て ア メ リカ本土 を攻撃 した ．そ の 実施

に先行 して北太平洋上 の 上 層風気候図が作成さ れ た が

公表 さ れ る こ と は な か っ た ，こ れ に つ い て は ， 戦後

Arakawa （／956） が 英文 の 短い 報告 を書 い て い る．

1904−051914
−181931
−321937
−451939
−451941
−45

　 4 ．気象学史的背景

　高層気象台 の 観測 に関し て の 気象学史的背景 を考察

した い ．第 4表 に は各 国家気象機関と気象学会 の設立

の 歴史を，第 5 表 に は高層観測 の 発 展 の 経 緯を，第

6表 に は総観規模現 象 ・大気大循環 に 関わ る研究 の

発展 の 経緯 を纏 め た、 こ れ ら の 資料は 岡 田 （1949），

岡 田 ・荒 川 （1956），気 象 庁 （1975a， b），高橋 ほ か

第 6表　総 観気象，大 気 大 循 環 な ど の 研 究．

第 4 表　国家気象機関 と気象学会 の設立．
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第 1回 国際気象会 議⇒ 1950 ：WMO
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第 5表 　高層観測 の 発展．
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有人 自 由気 球 飛 揚

ア ル プ ス 等 山 岳気象観 測所 設 立

凧 に よる測 風 Archibald
記録 回収方式無人 気球観測 Hermite 等

測 風 気球 Kremser 等

雲 年 ：雲 の 運動か ら 上 層風推定，日本不 参加

爪 に よ る高層観測 Dines
Lindenberg 高層気象台設立

各 国で 高層観測所設立

館野 に 高層 気象台設 立

各国で ラ ジオ ゾン デ 開発

2 月15−17日，欧州低気圧 の
一

斉高層観測

ロ ケ ッ トに よ る 高層観測

世界の 高層観測網の 拡充
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測高公式 Laplace

最初 の 天 気図 解析 Brandes

黒 海 低 気 圧 の 解析 と 予測 可能性 Lcverier

地球の 風 系 （転向力 の 作 用 ）Ferrel

山岳データ に よ る高気圧 の 構造 Hann
成層圏発見 de　Bort，　Assmann
低気圧 の風 系 ・循 環 Shaw
低 気 圧 の 発達 と位 置エ ネ ル ギー Margures

地衡風 の名称 Shaw
オ ゾ ン 層 の 発見 Fabry ，　Buisson
ポー

ラ
ー

フ ロ ン ト V ．Bjerknes
低気圧の 構造 J、Bjerknes，　 Solberg
数値 予 報の 試み Richardson
ジ ェ ッ ト気流の 観測 大石 （発表 は 1926）
気団 の 概念 Bergeron

惑星 波 （ロ ス ビー波 ） Rossby
日本軍気球爆弾 の 飛揚

米軍 B29 ジ ェ ッ ト気流 と遭遇

電子 計 算機 に よ る数 値 r報 Neumann 他

大気大循環 の 室内実験 Fultz

傾 圧 不 安 定 Charney
大気大循環 の 解析 シ カ ゴ 大 学 グ ル ープ

大気大循環 の 解析 MIT グル ープ

米空軍 定高度気球観 測

有効位置エ ネル ギー Lorenz

数値予 報 （米 国） Cre＄sman 他

大気大循環 数値実 験 Phillips
極軌道気象 衛 星 （米国）

大気大循環モ デル Mintz ，　 Arakawa
大 気 大 循 環 モ デル Smagorillsky，　 Manabe

静止 気象衛星 （米国）

WWW 計 画 （世界気象監 視計画

GARP （地球大気研究計画 ）
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（1987），東京天文台編 （1987），Palmen 　and 　Newten

（1969），Sorbjan（1996） に よ る もの で あ る，

　 口本 に お け る 国立気象機関 と気 象学会 の 設立 は 西欧

に 比し て 大き く遅れ て い た わ け で は な い が 〔第 4表），

そ の研究活動 は まだ不活発で ，高層気象台 の 観測結果

は検討 され な か っ た ．

　世 界 の 山岳観測所観測 ・高層気象観測 は 1880 − 193〔〕

年代に 急速 に発展 し （第 5 表），総観規模 現象 ・大気

大循環 に 関 わ る研究 も1890一工930年代 に 大 き く発 展 し

て い る （第 6表）．館野 に お け る上 層の 強風 の発見 は

時代的に 早 く突出 し た もの で は な く，タ イム リーな 発

見で あ っ た の に 世界的 に 認知さ れ な か っ た ．

　 5 ．ラジオゾン デ とラジオ トラ ッ キ ング測風

　気温 ・湿度 の 鉛直分布 の 観測 は まず有人 気球飛 揚に

よ っ て始め ら れ，つ い で 凧 ・気球 に 気圧 ・気温 ・湿度

の 自記記 録装置 を装着 し 回収す る 方式が 採用 され た

（第 5表）．高層気象台 で も1925年 に 自記気象計 つ きの

測風気球観測 を開始し た．

　1927年に は各国で ラ ジ オ ゾン デ が 開発 さ れ た．気象

庁 （1975a） に よ れ ば 日本 に お け る ラ ジ オ ゾ ン デ観 測

は中央気象台に よ っ て 進 め られ ，実験 と実用 テ ス トは

主 として 布佐出張所 （我孫子市布佐）で実施さ れ た ．

ラ ジ オ ゾ ン デ観測 に は長大な 基線は不 必要 で あ り，中

央気象台か ら近距離の 直轄 出張所が実験 ・実用テ ス ト

に は 便利 で あ っ た た め で あ ろ う．

　ラ ジオ ゾ ン デの常時観測 は，1938年 に 布佐，福岡，

富山 に お い て 開始さ れ，1943年 に は 11地点 に 増加 され

た．1944年に は
一
部地点 の変更 が あ り，や は り11地点

で 観測 が な さ れ て い た．高層気象観測 の 専門官署 で あ

る に も か か わ らず高層気象台に お け る ラ ジ オ ゾ ン デ常

時観測 は非常 に 遅 れ 1944年 9月 （大石台長 の退職 は

1943年） に 開始 され た．遅 れ た 理 由は不明 で ある （資

料に は記さ れ て い な い ）．

　大戦前 か ら発信器 を 付 け た 気 球 を 電波 で 追尾 す る

レ ーウ ィ ン （無線測風）観測 は，中央気象台や 日本軍

が 開発 した 無線追 尾機器 を 使用 し て 始 め ら れ た ．高層

気象台 に お け る レ
ー

ウ ィ ン 観測 は 1948年に 開始 さ れ

た．当時の 機器 の 測定精度は不充分で ，特に 低高度角

で は高度角の誤差が大 き く， こ れを克服するため高 層

気象台 で は 「リレ
ー

観 測」 （2地点で観測 を引き継 い

で 低高度角時の 測定を回避する）も試み ら れた が ，常

時観測 に は採用 さ れ な か っ た．

　 こ の 高度角測定誤差 は 1955− 57年に お け る 米国製 の

追尾 機器 GMD − 1 の 導入 に よ り改 善 され た．　 IGY

（国際地球物理年 ：1957− 58年）の 高層気象観測 は こ

の 機 器 に 依 っ た．し か し ， ど の よ うなデータ を IGY

に 提供 したか は気象庁 （1975a） に は 記述 さ れ て い な

い ．そ の 後 GMD 　 1 は 国産 の 改良 型 1）55A に 変 更 さ

れ た ．

　な お 口本 （気象庁） の 高層気象 観 測 デ ータ を収録 し

た
“Aero！ogical 　Data　of　Japan

”
は 1947年 7 月 か ら

刊行 さ れ て い る （近 年 の データ は CD −R に 収録 さ れ

て い る）．

　 6 ．日本 の 高層観測デ
ー

タの 活用

　当時，中央気象台 の 観測は実況監視 ・予測 へ の 活用

を主 目的 と し て お り ， 研究へ の 利用 は副次 的 で あ っ

た ．20世紀初期，欧州 の 山岳観測所 の デー
タ は多 くの

研究 に 利用 され （第 6 表）， 高層観測の 充実 を促進 さ

せ た ．日本で は 山岳観測所 の 観測 デ
ータ が 研究 に 活用

さ れ る こ と な く，そ の 業務を終え て い る．館野 1 地点

の 観測 で あ っ て も 「高度
一

時間断面解析 1 と地上 天気

図解析 を組 み合わ せ れ ば，偏西風波動 （トラ フ ・リ ッ

ジ） の 研究 は 可能 で あ っ た はずだ が ，実行 され て い な

い ．

　データ情報や研究成果 の 海 外 へ の 発信 も不充 分 で

あ っ た．大石 の 発見以後 も高層気象台の 観測データ に

基 づ く解析 ・
調査報告は 「高層気象台彙報」に 幾編 か

掲載 さ れ て い る が 海外 で は 知 られ て い な い ．

　 シ カ ゴ 大学 （Staff　Members 　1947） お よ び そ れ以

後 の ジ ェ ッ ト気流 に 関連す る研究の 成果 の 大 要 は

Reiter （1967），
　 Palmen 　and 　Newton （1969 ），

Newton　and 　 Holopainen （1990）な ど に纏め られ て

い る，こ れ らの 文献か ら 日本の高層観測 の 海外 へ の イ

ンパ ク ト を探 っ て見 よう ；

　S亡aff 　Members （1947） の 解析 に は 北米 お よ び欧州

の データ が使用 さ れ て い る．

　Namias 　and 　Clapp （1949） は北半球 の ジ ェ ッ ト気

流 を解析 して い る．彼 らは米 国気象局お よ び米軍が共

同で 編纂し た 1943年 まで の 観測 を集 めた デ
ー

タセ ッ ト

を使用 し て い る．彼等 の 論文 の 第 7 図 に 1 月の 平均

ジ ェ ッ ト気流 の位置 が 示 さ れ て い る．日本近傍 の 135
°

E で は ジ ェ ッ ト軸は 一一23
』N に 位置 し

， 平均風速 は 122

マ イ ル ／時 （〜55m ／s） で あ る，こ の 緯度 は 現在 知 ら

れ て い る 位置に 比 べ 著 しく南偏 し て お り，風速 も過小

で あ る の は，こ の デ
ータ セ ッ トが 日本の 観測資料 を取

り込 ん で い な い た め で あ る．
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　 1945− 46年冬季 の 中国上空 の ジェ ッ ト気流 の 解析 は

Yeh （1950）に よ っ て な さ れ た．こ の解析で は 長江周

辺 ・中国南部の デ
ー

タ と沖縄お よ び硫黄島の データ が

使用 され て い るが 日本 の デ
ー

タは使用 されて い な い ．

　 1950− 51年の 日本近傍の データ に 基 づ くジ ェ ッ ト気

流 の 解析 は Mohri （1953） に よっ て な さ れ た．　 Yeh

（1950） と Mohri （／953） の 解析期間 は 異 な る が 彼等

の解析 に よ り朿ア ジア の ジ ェ ッ ト気流の概観が 示 さ れ

た．

　 Krishnamurti （1961） は1955− 56年冬季 の 北 半球

の 200hPaに お けるジ ェ ッ ト気流 の 解析を行 っ た．こ

の 解析 に は 日 本 の 高層観測 デ ータ も使用 さ れ，日本 上

空 （〜140
°E ！〜35

°N ）で 150ノ ッ ト （〜75m ／s）を 超 え

る 強風 コ アーの 存在が 示 さ れ て い る．な お
，
Yeh

（195  ），Mohri （1953），お よ び Krishnamurti

（1961） の 解析 は い ず れ も シ カ ゴ 大 学 で な さ れ て い る，

　記述が前後したが，多 くの研究は，上空 の ジ ェ ッ ト

気 流 は，中 高 緯 度 の ポーラー前 線 に 伴 う ポ ーラ ー

ジ ェ ッ ト気流 （〜500− 300hPa ） と ， 相対的に低緯度

側 に あ る ハ ドレ ー循環 に 関運す る亜熱帯ジェ ッ ト気流

（〜200hPa ） に 大別さ れ る こ と を示 し て い る．前者 は

温帯低気圧 ・前線 の 変動 と共 に著 しく変動 す るが ，後

者は 比 較的定常的に存在す る．し た が っ て 月平均場 や

季節平均場 で 見 る と亜熱帯ジ ェ ッ ト気流が明瞭 に 現れ

第 2 図　Riehl （1962）が 示 した 冬 季 北 半球 に お

　　　 け る亜 熱帯 ジ 」 ．ッ ト気 流 の 平均的位 置

　　　 （太線〉 とポー
ラ
ージェ ッ ト気流の 存在

　　　 域 （ハ ッ チ 域），Palmen 　 and 　 Newton
　　　 （1969）の Fig．3．9か ら 引用．

る．各時刻 の 高層天気 図で は，両者 が 分離 して 解析 さ

れ る こ と もあ り，あ る い は，両者が 合流し て著し い 強

風核を 形成す る事もあ る，第 2 図 は冬季 に お け る 亜熱

帯 ジ ェ ッ ト軸 の 位 置 とポ
ー

ラ
ージ ェ ッ ト軸 の 存在範 囲

（斜 線 域 で 示 す）の 概 念 モ デ ル 図 で あ る （Riehl

1962）．日本付近 は ポーラージ ェ ッ ト気流が最 も南に ，

亜熱帯ジ ェ ッ ト気流 が 最 も北 に 位置 し両者 が 合流 し や

す く強い 西風 が 出現す る領域で あ る．こ れ に対し西欧

域 で は両 ジ ェ ッ ト気流が分離 して お り比較的風速 も小

さ い ．こ れ も Oeishi（1926） の 観 測 が 理 解 さ れ な

か っ た理 由の
一

っ で あ っ た で あ ろ う．

　ジ ェ ッ ト気流 は単 に 風速分布 の み に 注 目す べ き で は

な い．大気大循環 と の関連 に お い て力学的機構を理解

し な け れ ばな ら な い が ， 本稿で は こ の問題に は触れ な

い

　 7 ．ま とめ と感想

　1950年 に WMO が 設 立 さ れ ， 主要 な観測 データ は

「WMO 気象通 報式」 に よ り世 界 的 に 通 報 ・交換 さ

れ ，気象監視 ・予測 に使用 され る と同時に多 くの研究

に も活用 さ れ た．さ ら に 近年 で は客観解析デ
ー

タや再

解析 デ
ー

タ が 研究 に 利 用 され て い る．

　 し か し，［本 の 20世紀前半 の 高層観測 の 原デ
ー

タを

容易に閲覧 ・利用 で き な い ．口本で は観測業務は 正確

に 遂行 され て い るが ，デ
ー

タ公開は十分 で は な く，特

に 業務中止後 に は データ の 所在 さ え もつ か み 難 い ．過

去 の 気象 ・気候 を調 べ る ため に こ れ らの 高層観測デー

タ の 容 易な 閲覧 と，観測 履歴の 記録 （例 え ば香 川

（1983） の よ うな） の 整備 が 望 まれ る．

　多 くの観測資料が 国際語 と し て 通用 し な い 日本語で

報告 さ れ て い る こ と は 世界 へ の 情報発信 に お い て は非

常に 不利で あ る．中央気象台 ・気象庁の刊行物の 多 く

は 日本 文 で 書 か れ て お り海外 へ の情報発信手段 と し て

は機能 し な い し，国内で も広 く流通 して い な い ．日本

気象学 会 で も和文誌 と欧文誌 を刊行 し て い る が ，和文

誌は海外 で は 読 まれ て い な い ．（現在 で も報告 を国 内

向 け に 日本文 で 書 くと海外 で は読ま れ ず，英文 で 書 く

と国内 の 読者 に 不便 で あ りジ レ ン マ に 悩 ませ られ る．

両方 で書 く こ と は 二 重投稿 と し て許さ れ な い ．）

　大石 は エ ス ペ ラ ン ト文 で 「館野 上空 の強瓜」を発表

した が ， む し ろ英 ・独 ・仏文の使用 が有効 で あ っ た で

あ ろ う．報告 の 形態 が データ 集 な の か 研究報告 か が 不

明瞭 で あ っ た こ と も注意 を引か な か っ た 原 因 の
一

つ

だ っ た と推測 され る．関連研究者 に 個別 に別刷 り を 送
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る な ど の 情報発信 も必要で あ っ た で あ ろ う、

　しか し 「館野に お け る上層 の 強風 の 発 見」 が 世 界的

に 認知 さ れ なか っ た最大 の 背景的原因 は 1920− 30年代

の 目本気象学界 の活動が 不充分で ， 貴重 な観測成果 を

評 価 で きず研究 の 萌芽 を育 て ら れ な か っ た こ と，お よ

び，日本 （まだ科学 の 先進国 で な か っ た）発の情報が

海外 の 関心 を 引 か な か っ た こ と，に あ る ．こ の た め

「大魚 を釣 り落 とした」 こ と は 非常に残念で あ る．
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