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用語解説（40）

　下層ジェット
§

　「春一番」という言葉の感じが，冬から春への時候の

変わり目をうまくとらえ，明るい春の訪れの期待感をも

っているところから，この言葉が急速に全国に拡がって

きた．日本海の発達した低気圧により，春になって始め

て吹く強い南風を春一番という，と多くの歳時記に記さ

れているが，気象用語として使うには検討すべき点が多

い．

　春一番の言葉の変せんは次のとおりである．

　（1）　春一番が俳句の季語として登場したのは最近で

（平凡社1959：俳句歳時記，宮本常一），1955年以前の

歳時記には採録されていない．季語としての説明文は文

献（2）を参照．

　（2）　春一番の用語を報道機関が最初にとりあげたの

は，1963年2月15日の朝日新聞朝刊で「春の突風」と

、・う解説記事である（1）．1964年以降は各社一斉にこの

言葉を用いている．

　（3）　長崎県壱岐・郷の浦の目良亀久（現78歳）は，

1937年12月発行の「旅と伝説」誌で，春一番について次

のように記した．　「その春の一番最初に吹く烈南風を春

一番といって，この風が吹き通るとそれからは風が大変
　　　　　　　　　　　　　　　　　

やわらかになるという．春一番はヂバエ（南南東の風），

マバエ（南風）が多く，カラシバナオトシ（菜種の花を

咲ぎおとす風）と同じである」　（注：壱岐の菜種の開花

億3月上旬，満開は3月末）

　（4）　もともと壱岐の漁師の言葉である春一番が広が

った地域は，能登，志摩以西といわれているが，最近は

全国的に広がった．

　（5）　吹く時期としては春になってから，2月末か3

月初めごろ，また春の彼岸前後（瀬戸内海）など地方に

より区々である．

　以上が文献を総合した春一番の定義であるが，最近の

新しい語感に則した気象用語としての定義をまとめる必

要があろう．気象庁天気相談所では，内規として東京の

春一一番の定義を暫定的に次のように定めてある．　r立春

から3月彼岸中日ごろまでの期間で，日本海の発達した

・低気圧により最初に吹いた南よりの強風」．この期間が

適当かどうか，弱い低気圧でもこれに伴う寒冷前線によ

る強風が吹いたとぎはどうするか．語源に逆らって春一

番のあと，風がやわらかくならずに強い寒の戻りがきた

場合はどうするかなど問題が多い．

　雷雨や集中豪雨に関する文献に，r下層ジェット（10w

level　jet）」という語をよく見かける．これが構造も成

因もおよそ異なる現象をさしているため，その定義が間

題になる．

　米国中西部で暖候期によく発達する別名southerly　jet

と称される強風域は，下層ジェットという言葉が初めて

使われた現象である．かりにこれを（米）型とし，日本

付近に発生し大雨との関係がよく議論される下層ジェッ

トを（日）型として，両者を比べてみよう．まず発生位

置についてみると，　（米）型は低気圧の暖域で発達する

ことが多いが，ジェットの中心のあらわれる位置が地理

的にほぼ決まっており，むしろ気候的特徴と見なせる．

いっぽう（日）型は，梅雨前線付近によく見い出され，た

いてい上層のジェット気流につながっており，対流性の

帯状降雨に沿って形成していることが多い．なお（米）

型は上層のジェット気流とほとんど関係なく発生してい

る．次に日変化について比較すると，　（米）型はこれが

明瞭で，真夜中に風速が最大となる．風向も規則的な日

変化を示す．ところが（日）型には日変化はほとんど見い

出されない．また鉛直方向の風速分布についていうと，

（米）型の場合，風速の最大になる高度は0．6～2．5km

で，とくに1km付近にもっとも頻繁にあらわれ，風速

の最大までの増加率（シァー）と極大から上の減少率の

大ぎさはほとんど同じである．（日）型の下層ジェット

軸の高度は3～5kmで，風速シァーは極大高度までは

かなり大きいが，これから上では非常に小さく，風速が

ほぼ一定の場合がよくある．最後に成因についてみる

と，　（米）型は下層大気の大規模な流れと・ッキー山脈

との相互作用が要因の一つとしてあげられており，境界

層における気温の変化が風向・風速の日変化の原因であ

ると説明されている．これに対して（日）型は，激しい

対流活動による運動量の上下混合によってでぎたと考え

ると，風速分布がうまく説明できる．

　下層ジェットと称されている現象は他にも幾つかあ

る．中でも，アフリカ東岸付近に最近見い出された大規模

（以下243ぺ一ジに続く）
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1）真鍋大覚，1972：玄界灘の気象（九大工学部）

2）宮沢清治，1973：春一番考．気象190（73－2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮沢清治）
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火山噴煙量と気温低下
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第2図　d．v．i．と気温低下（温帯平均）との関係

　　　　○印はLambのApPendix1よりとった．
　　　　◎印はKrakatauの場合．

　　　　実線は第1図のni＝O．01の曲線を，Kra－
　　　　katauの△Tニー0．5。c，d．v．i．ニ1000によ

　　　　って△Tとd．v。i．の関係に直したもので

　　　　ある．

に作用することが想像される．しかしここで注意してお

かねばならぬことは，第2図に示された噴火の場合に

Lambは∠Tの値も参考にして4．∂。づ．をきめているこ

とであって，これらの場合に対するLambの4・∂・i・の

評価が不完全であるという可能性もある．

　最後に，LambのAppendix1によって著者が先人

の著書から受売り的に引ぎついできた見解を改めねばな

らぬ点を見出したので，そのことに触れておぎたい．

　天明3年（1783年）から数年つづいた低温による大飢

饅については，著者は浅間山の噴火（1783年Lambに

よる伽．歪．ニ600）によるものと信じていたのであるが，

Lambの表によると同じ1783年にIcelandのEldayjar

火山が諾∂．づ．ニ2300に達する大噴火をしているのであ

る．つまり天明年間に日本を含めて世界規模で起った大

凶冷は両火山の合作によるものとせねぽならぬ．

　ついで天保4年（1833年）にはじまり，同7年（1836

年）に頂点に達した大凶冷は，Lambの表によると

GuatemalaのAtitlan火山の噴火（1833年，諾∂。ズ．＝・

1400）と過去最大級の噴火である1835年のNicaragaの
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Coseguina火山の噴火（4・∂・i・ニ4000）の合作と認めねt

ばならぬ．

　さらにLambの表を眺めていると興味ある事柄が見い・

出される．1815年に起ったLittle　Sunda　Is・のTambor＆

火山の噴火は諾∂・♂・が3000に達し，これはCoseguinal

の4000につぎ，Krakatauの1000をはるかに稜駕する規

模である．Lambはこの噴火による温帯平均の∠Tニ

ー1．O。Cとしており，Krakatauの一〇．5Coの2倍にな

る．しかしこの時期には日本では特に大凶冷は起こらな．

かったようである．ただし著者は日本の災害史にはうと

いので，中央公論社発行の“日本の歴史”の年表をしら

べた程度に過ぎないことを付記しておく．ともかくこの

時期にヨーロッパや北米が低温で多分大凶作になったの一

に対し，日本はことさらに低温にならなかったとすれ

ば，大噴火があっても，ローカルな気温は最終的には大

循環のパターンによって決定されるということであり・一

Tambra噴火の場合はそのよい例である．
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な下層の強風域は，いろいろな点で（米）型下層ジェッ

トによく似ている．北陸の大雪の際や関東での激しい雷

雨時などに，あらしの付近に下層ジェットが存在すると

いう報告がある．米国でも，たとえばsqua111ineの通

過に際して地上約300mに顕著な下層ジェットが観測さ

1974年5月

れたなどの報告もあり，さきに（米）型と称したものとは．

幾分異なった現象に対してもこの用語が使われている．

　したがって，下層ジェットの定義は「ふつうのジェッ

ト気流（圏界面付近に形成する強風帯）よりも著しく低，

い高度に風速の極大がある強風域」という漠然としたも

のになろう．　　　　　　　　　　　　　（小元敬男）
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