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地  気 象 観 測 網 

ょ

ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ᧅ幌管区気象บ技術部観測課ょ 山ਅょ ᱜ也村島ょ 巧 

ょ

㧝 地上気象観測 

日ᧄߩ気象ߪ変化ߦ富ޔߺ国民ߩ生活߿経済ߦ密接ߦ関連ޔࠅ߅ߡߒ特ߦบ風梅雨前線

ޔߪ使命ࠆいߡࠇ課さߦ気象庁ޕࠆあ߽ߣこࠆߔ発生߇災害ߥ大規模ࠅࠃߦߤߥ大雨ࠆࠃߦ

興隆等公ߩ産業ޔ安全確保ߩ交通ޔ予防ߩ災害ޔࠅࠃߦߣこࠆ図ࠍ発㆐ߥ健全ߩ気象業務ޟ

共ߩ福祉ߩ増進ߦ寄ਈޔߦ߽ߣߣࠆߔ気象業務ߦ関ࠆߔ国㓙協力ࠍ行うޠޕこߢߣあޔࠅそ

気象要素ߥ不นᰳߢࠆߔ作成ࠍᄤ気予報等߿防災情報ޕࠆあ߇気象観測ߡߒߣ基⋚業務ߩ

府関係ޔߪ観測成果ޔࠅࠃߦ発㆐ߥ急速ߩ情報通信技術ޔ電子計算機ޔߦ共ߣࠆߔ観測ࠍ

機関߿地方自治体ޔ報機関ޔ民間気象事業者等߽ߢア࠲࡞イߦࡓ利用ࠃࠆ߈ߢうߞߥߦ

たޕょ߹たޔ地温暖化問題ࠃߩうߥ気候変動ߦ対ࠆߔ関心ߩ高߹ޔࠅࠃߦࠅ精度ߩ高い信

頼ࠆ߈ߢ観測ࠍ࠲࠺確実ߦ提供ࠆߔこ߇ߣ㊀要ߡߞߥߣいޕࠆょ

●地上気象観測網 

全国約 可0 ヶ所ߩ気象บ測

候所ޔߪߢ気圧ޔ気温ޔ湿度ޔ

風向ޔ風速ޔ降水量ޔ積雪ߩ深

さޔ降雪ߩ深さޔ日照時間ޔ日

射量ޔ雲ޔ視程ޔ大気現象等ߩ

気象観測ࠍ行ߡߞい߹ޕߔ߹たޔょ

全国約 エ0 ヶ所ߩ特別地域気象

観測所ޔߪߢ地気象観測装置

ߡߞ行ࠍߺߩ自動観測ࠆࠃߦ

い߹ޕߔょ

こߩࠄࠇ観測ޔߪ࠲࠺注

意報警報߿ᄤ気予報ߩ発表等

ߩ気候変動ޔ߆ほࠆࠇ利用さߦ

把握߿産業活動ߩ調査研究等

ょょޕߔ߹いߡࠇ活用さߢ

ょ

㧞 地上気象観測の分類 

㧔㧝㧕通報観測ょ

定時通報観測㧦毎日定時ߦ行う通報ߩたߩ観測ޔ観測装置ࠄ߆得た観測値ߣ大気現象

等ࠍ通報ょ

自動通報観測㧦定時通報時刻ࠍ除く毎ᱜ時ޔߦ観測装置ࠄ߆得た観測値ࠍ自動的ߦ通報

観測ょࠆߔ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ

臨時通報観測㧦บ風臨時観測ޔ特象臨時観測㧔最大風速 20m/s 以ߩ強風߹たߪ最大瞬

間風速 25m/s 以ߩ突風ޔบ風接近時ߩ最ૐ気圧ޔ初冠雪ߤߥ㧕ょ

※観測結果ޔߪ㧝日ߦߣߏ地気象観測日表ޕࠆࠇࠄߣ߹ߡߒߣ

㧟-㧝．地気象観測につい䈩ょ



細氷ょ ょ 56 号ょ ょ 2010ょ

 - 㪌㪏 - 

地気象観測日表 䋨札幌䈱 㪉㪇㪈㪇 年 㪎 月 㪈㪉 日䈱例䋩 

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔㧞㧕気候観測ょ ょ

ょ 長期ߦわたࠆ大気ߩ変動ࠍ⋙視把握ޔߒ観測結果ࠍ統計ߒ整理ߡߒ得た基ᧄ的ߥ気

候資料ޔࠍさ߹ߥ߹ߑಽ㊁ߩߢ利用ߦ提供ࠆߔこࠍߣ目的ߡߒߣいޕࠆ観測結果ߪ品質

管理ࠍ経ߡ統計処理さߡߒߣ࠲࠺࡞࠲ࠫ࠺ޔࠇ保管さޔࠇ最߽基ᧄ的ߥ気象資料ߒߣ

ょޕࠆいߡࠇ利活用さߢಽ㊁ߥ߹ߑ߹さޔߡ

ょ

㧟 地上気象観測の方法 

ԘスMA-エ5 型地気象観測装置ょ ⇒ょ 器械ࠆࠃߦ観測ょょ

気圧ޔ気温ޔ湿度ޔ風向ޔ風速ޔ降水量ޔ積雪ޔ降雪ߩ深さޔ日照時間ޔ日射量ޔ視程ょょ

ԙ目視ࠆࠃߦ観測ょ ⇒ょ 観測者ࠆࠃߦ観測ょょ

雲ߩ種類߿量ޔ視程ޔ大気現象ょょ

Ԛア࠲࠺ࠬ࠳ࡔ等統合処理

ょࡓ࠹ࠬࠪ

ょ ょ ⇒ょ 観測ࠍ࠲࠺一元的

࠲࠺ࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ管理ߦ

処理㧔通報統計処理品

質管理㧕  

観測所観測機器䋨㪐㪌 型地気象観測装置䋩 
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㧠 各気象要素ごとの観測目的 

㧔㧝㧕気圧ߩ観測ょ

気圧ߪ風߿ᄤ気ߩߤߥ変化ࠍ知ࠆたߩ㊀要ߥ指標ߢ数値予報߿ᄤ気図解析ߦ利用さޔࠇ

予報作業ߩ最߽基ᧄ的ߥ要素ߢあޔࠅ気圧統計値ߪ大気大循環等ߩ基礎資料ޕࠆߥߣょ

  

 

 

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔㧞㧕気温ߩ観測ょ

大気ߩ熱収支ࠆࠃߦ地域的ߥ温度較差ޔߪ大気ߩ密度差ޔࠅߥߣ気圧差ߡߞߥߣ空気ߩ

流߇ࠇ生ޕࠆߓ地自転ߩ影響߽加わࠅ収束発散場߇生߹ࠇ雲߿降水現象ࠍ伴うさ߹ߑ

基ᧄ要素環境指標ߩ行う㓙ࠍ気象解析ߥ総観的ޔߪ観測結果ߩ気温ޕࠆߔ発生߇擾乱ߥ߹

ょޕࠆࠇ利用さ߽ߡߒߣ

ょょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔㧟㧕湿度ߩ観測ょ

大気中ߩ水蒸気ޔߪ雲ࠍ生ߡߓ降水現象ࠆߥߦߣ߽ߩほޔ߆蒸発߿凝結ߡߞࠃߦ熱ߩ輸

送ߦ関ਈߡߒいޕࠆ水蒸気ޔߪ赤外線ࠍ吸収放射ࠆߔ作用ߢ大気ߩ放射量ߩ変動ࠍ支配

乾燥߹たߩ大気ޕࠆあߢ要素ߥ㊀要ߡいߟߦ変化ߩ現象及びそࠆ߈起ߦ大気中ޔ߆ほࠆߔ

利用ߢ方面ߩ多くߤߥ火災予防ޔ深く߇関係ߦ人間生活ߢᰴいߦ寒暖ޔߪ度合いߩ湿潤ߪ

さߡࠇいޕࠆょ

ょょ

ょ

気圧計 [静電容量式気圧計] 

電気式温度計 [白金抵抗型]

電気式湿度計 [静電容量型]
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㧔㧠㧕風ߩ観測ょ

風速ߩ強さޔߪ気圧ߩ傾߈㧔等圧線ߩ間隔㧕ߦ比例ޕࠆߔ風向ޔߪ地ߩ自転߿地表面

そࠃ߅ߢ陸ߒ対ߦ等圧線ߪߢ地表付近ޔࠅࠃߦߤߥ影響ߩ摩擦ߩ 30 度ޔ海ࠃ߅ߢそ

10 度ߩ傾ޕߟ߽ࠍ߈観測値ߪ防災気象情報ߩほޔ߆船舶߿航空機ߩ運行管理等߽ߦ利用さ

活用さߢ幅広いಽ㊁ߤߥ風力発電ޔ土地利用計画߿建築設計ߪ統計資料ޔた߹ޕࠆいߡࠇ

ょޕࠆいߡࠇ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔㧡㧕降水量及び積雪降雪ߩ深さߩ観測ょ

降水量ߪ局地性߇あޔࠅ水害等ߩ影響߽大߈いޔߢߩ最߽密ߥ観測網ߡߞߥߣいޕࠆょ

貴い人命ޔ߿大ಾߥ財産ࠍ失うߩߤߥ気象災害߽ࠍたߔࠄ原因ޔߪบ風߿集中豪雨雷

雨大雪等ࠆࠃߦ洪水߿崖崩ࠆࠃߦࠇこ߇ߣ多いޕ降水量等ߩ観測値ޔߪ防災気象情報ߩ

発表等ߦ即時的ߦ使用さޔࠇ߹たޔ統計資料ߪ土木建築ࡓ࠳߿管理ޔ農業営農対策等ޔ災

害防ᱛ߿水資源ߩ効利用等ߦ利用さߡࠇいޕࠆょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔㧢㧕日射量ߩ観測ょ

ᄥ陽ߩࠄ߆日射エネޔߪࠡ࡞気象海象現象ߩエネࠡ࡞源ߢあޔࠅ観測値ߪ地表ߩ

熱収支水収支あࠆいߪ大気大循環ࠍߤߥ解ࠆߔޔߢ大気߿地表ߩࠄ߆放射量ߣ共ߦ

㊀要ߥ観測要素ߡߞߥߣいޕࠆ日射量ޔߪ動植物ߩ生育ޔ人間生活ߦ直接影響ࠍਈえߡい

利用ߢ幅広いಽ㊁ߩߤߥ利用計画ࠡ࡞ᄥ陽エネක学建築工業農業ޔࠄ߆ߣこࠆ

さߡࠇいޕࠆょ

ょ

風車型風向風速計 [ＦＦ－１１型] 

積雪計、雪尺 

転倒ます型雨量計 

 [左から、ＲＴ－１、ＲＴ－４溢水式、転倒ます部] 

日射日照計 
䋨稚内䊶網走䊶旭川䊶根室䊶帯広䊶室蘭䈪運用䋩 

全天日射計 
䋨札幌䈪運用䋩 

精密日射放射観測装置 
䋨国内 㪌 か所、内䈲札幌に設置䋩
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㧔㧣㧕日照時間ߩ観測ょ

日照時間ޔߪᄤ気߿雲量ߩߤߥ指標ޔࠅ߅ߡߞߥߣ日射量ߩ目安ࠆߥߣ場合߽あޕࠆょ

気候変動ࠍ⋙視ࠆߔޔ߽ߢ㊀要ߥ要素ߢߟߣ߭ߩあޕࠆょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔㧤㧕雲ߩ観測㧔目視ࠆࠃߦ観測㧕ょ

雲ޔߪ日射߿放射ࠍさえࠅ߉雨ࠍ降

熱収ߩ地表߿大気ޔくߥߢけߛࠆせࠄ

支ߣ密接ߦ関係ߡߒいޕࠆ雲ߩ種類ߦ

ߩ雲ޔߢߩࠆߥ異߇ߺくߒߩ生成ࠅࠃ

観測ޔࠅࠃߦ大気ߩ状態等ࠍ知ࠆこߣ

߇ߣこࠆ知ࠍ運動過程ߩ大気ޔ出来߇

こࠆいߡߒ関連ߦ密接ߣᄤ気ޕࠆ߈ߢ

資ߥ㊀要߽ߡい߅ߦ気象解析ޔࠄ߆ߣ

料ߢあޕࠆょ

雲ߩ観測ߪᰴߟߦߩ߽ߩいߡ行うޕょ

ょ Ԙょ 全雲量ょょ

ょ ԙょ 雲形別ߩ雲量ょょ

ょ Ԛょ 雲ょ ょ 形ょ ょ ょょ

ょ ԛょ 雲ߩ向߈ょ ょょ

ょ Ԝょ 雲ߩ高さょ ょょ

ょ ԝょ 雲ߩ状態ょ

右ߩ図ޔߪਅ層雲ߩ雲形観測結果ࠍ

数字符号化ߡߒ通報ࠍ行う場合ߩ表ޕょょ

層雲中層雲ߩ表߽あޔࠅ通報ߦ

情報価値ߢ解析ޔࠅあ߇優వ順ߪ

ょޕࠆࠇ優వさ߇ߩ高い߽ߩ

ょ

㧔㧥㧕大気現象ߩ観測㧔目視ࠆࠃߦ観測㧕ょ

大気現象ޟߪ大気水象大気ࠎߓ象大気光象大気電気象ߦޠ大別さޔࠇ現象ߩ定義

ょޕࠆいߡߒ準拠ߦࠇこޔࠅ߅ߡࠇࠄ定ߡߞࠃߦＷＭ㧻㧔世界気象機関㧕ߪ多くߩ

観測結果ߪ気象解析ߦ利用さࠆࠇほޔ߆気候資料ߡߒߣ役立ߡߞいޕࠆょ

㧔10㧕視程ߩ観測㧔目視ࠆࠃߦ観測㧕ょ

交ޔ気象解析ޕࠆいߡߞߥߣ目安ߩߟ一ߔ表ࠍ安定度ߩ大気ޔ߆く߈߇ߒ程度見通ߩߤ

通機関ߩ視程㓚害ޔ大気汚染管理ߩߤߥ資料ߡߒߣ利用さߡࠇいޕࠆょ

ᄥ陽追尾式日照計 日射日照計 

ਅ層雲䈱雲形䈱符号化 
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㧡 地域気象観測システム 

 [ ※ア䊜ダス䋨AM㪼DAS䋩：䇸A㫌㫋㫆㫄a㫋㪼㪻 M㪼㫋㪼㫆㫉㫆㫃㫆㪾㫀㪺a㫃 Da㫋a A㪺㫈㫌㫀㫊㫀㫋㫀㫆㫅 Sy㫊㫋㪼㫄䇹䈱略 ]  

気象状況ࠍ時間的ޔ地域的

降水ޔたࠆߔく⋙視߆細ߦ

量ޔ風ޔ気温ޔ日照ߩ観測ࠍ

自動的߅ߦこߥいޔ気象災害

ࠍ役割ߥ㊀要ߦ軽減防ᱛߩ

果たޕߔ運用開始ߪ 1エ可4 年

11 月 1 日ޔߢ現ޔߪߢ降水

量ࠍ観測ࠆߔ観測所ߪ全国ߦ

約 1ん300 ߩ内ߩそޔࠅ所あ߆

約 台50 所㧔約߆ 21ペm 間隔㧕ߢ

ޔ気温ޔ風ޔ加えߦ降水量ߪ

日照ࠍ観測ߡߒいޕࠆ߹たޔ

雪ߩ多い地方ߩ約 2エ0 ߢ所߆

ߡߞ観測߽行ߩ深さߩ積雪ߪ

いޕࠆょ

地域気象観測所ߢ観測さࠇ

たߪ࠲࠺通信ネッ࠻ワࠢ

ࠪ࠲センߩ気象庁ߡߒ介ࠍ

自動品質ޔࠇࠄ集ߦࡓ࠹ࠬ

管理ࠍ行い品質ࠍ保ߡߞいޕࠆ

集信処理ߒたޔߪ࠲࠺センࠄ߆ࡓ࠹ࠬࠪ࠲ 10 ಽߦߣߏ配信ߡߒいޕࠆょ

ょ

㧢 その他㧔気象レダ観測高層気象観測の地点㧕 

 

 ※ 気象レ䊷ダ䊷䈲 㪉㪇 地点䈪観測 䋨気象䊄ップラ䊷レ䊷ダ䊷：㪈㪍 地点、気象レ䊷ダ䊷：㪋 地点䋩  

地域気象システ䊛䋨ア䊜ダス䋩観測網 
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ょ

ょ ょ ょ ょ ょ ょ ᧅ幌管区気象บょ 瀧ょ田ょ 芳ょ信 

ょ

Σ．天気図の見かた 

ょ ᄤ気図ޔߪ気圧配置߿大気現象ߣそߩ変化ࠍ把握ޔߒ予報ࠍ行うたߦ必要200ޕߔߢ可 年 エょ月

2可 日ࠄ߆ 2台 日߆ߦけޔߡർ海付近ࠍ通過ߒた温帯ૐ気圧ࠍ事例ޔߡߒߣᄤ気図ߩ見߆たߣ

気象衛星画像ࠍ見ࠆたߩ着目点ࠍ解説ޕߔ߹ߒᄤ気図߿気象衛星画像ߪ連続性߇あࠆこ߆ߣ

ょޕߔߢ必要߇ߣこࠆ見ߡߒ考慮ࠍ変化ߩ現象߿時間ޔࠄ

 

㧝．天気図の種類 

㧔1㧕地ᄤ気図ょ

高気圧߿ૐ気圧ޔ前線ߩ置ߩߤߥ気圧配置ࠍ把握ޕߔ߹ߒ߹たޔ多くߩ地点ߩ大気現象

ょޕߔ߹߈ߢ߇ߣこࠆ知ࠍ観測値߿

ょ

ょ

㧔2㧕台50h㧼aょᄤ気図ょ

地ࠄ߆約 1500ｍ空ߩ大気ߩ状態ࠍ知ࠆこޕߔ߹߈ߢ߇ߣ高気圧߿ૐ気圧ߩ中心ߣ温暖

域߿寒冷域ߩߤߥ気温ಽ布ࠍߣ関連付けߡ着目ޕߔ߹ߒ߹たޔ等温線߇混ߢࠎいߣࠆこޔ߿ࠈ

風向߿風速ߩ変化ߡߞࠃߦ解析さࠆࠇ収束域ޔߪ地ߩ前線ߣ対応ߡߒいޔߢߩࠆ前線解析

ょޕߔ߹ߒ把握ࠍಽ布ߩਅ層雲ߡߒ着目ߦ湿域ޕߔ߹ߒ利用ߦ断್ߩ

風速ߨ߅߅߇ 40ペtょ以ߩ強風域ߪਅ層ࠫࠚッޔߡߒߣ࠻暖湿気߿寒気ߩ流入ߩ程度ࠍ

把握ޔߒ強風߿大雨ޔ大雪ޔߤߥ顕著現象ߩ予測್ߩ断ߦ利用ޕߔ߹ߒょ

ょ

㧟-㧞．天気図߿気象衛星画像の見かたょ

図 㪈㪅㪈 地天気図 



細氷ょ ょ 56 号ょ ょ 2010ょ

 - 㪍㪋 - 

ょ

ょ

㧔3㧕可00h㧼aょᄤ気図ょ

地ࠄ߆約 3000ｍ空ߩ湿域ޔߪૐ気圧߿前線ߦ伴う組織的ߥ雲域ࠍ形成ࠆߔ中層雲߿ਅ

層雲ߦ対応ߡߒいࠆこޔࠄ߆ߣ湿域ߣ雲域ߩಽ布߿降水域ߩ広ࠍࠅ߇関連付けߡ解析ޕߔ߹ߒ

߹たޔ層ߩ気圧ߩ谷㧔࠻フ㧕߿気圧ߩ尾根㧔ッࠫ㧕ࠍ示ߔ等高度線ߣ等温線ߩ置関

係ࠍ把握ࠆߔこޔࠅࠃߦߣૐ気圧ߩ盛衰್ࠍ断ࠆߔこޕߔ߹߈ߢ߇ߣょ

ょ

ょ

㧔4㧕500h㧼aょᄤ気図ょ

地ࠄ߆約 5500ｍ空ߦ解析さࠆࠇ層ߩ気圧ߩ谷߿気圧ߩ尾根ࠍ把握ޕߔ߹ߒ高度ߩ

昇߿ਅ降ߣ等温線ࠍ関連付けߡ見たޔࠅ強風軸ߩ置ߦ着目ࠆߔこޔߢߣ地ߩૐ気圧ߩ発

図 㪈㪅㪉 㪏㪌㪇㪿Pa 天気図

図 㪈㪅㪊 㪎㪇㪇㪿Pa 天気図
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㆐段階ࠍ把握ޕߔ߹ߒ空ߦ寒気߇流入ߣࠆߔ大気ߪ不安定ࠅߥߦ積乱雲߇発㆐ࠆߔたޔ

層ߣਅ層ߩ気温差ߡߞࠃߦ大気ߩ安定度ࠍ知ࠆこ߽ߣ大ಾޕߔߢょ

ょ

ょ

㧔5㧕300h㧼aょᄤ気図ょ

等風速線ࠄ߆強風軸ߩ置ࠍ確認ࠚࠫޔߒッ࠻気流್ࠍ断ࠚࠫޕߔ߹ߒッ࠻気流ߩ近くߦ

閉塞߿発㆐時期ߩૐ気圧ޔた߹ޕߔ߹いߡߒ関係ߣ前線ߩ地付近ޔࠅあ߇前線帯ߩ層ߪ

時期ࠍ把握ࠆߔこޕߔ߹߈ߢ߇ߣ層寒冷ૐ気圧ߩ動向ߩ把握ߦ利用ޕߔ߹ߒょ

ょ

ょ

㧔6㧕ૐ気圧ߩ発㆐ࠍ立体的ߦ考えࠆたߦょ

ૐ気圧ߩ発㆐ࠄ߆衰弱ߩ過程ࠍ知ࠆたޔߪߦ地ᄤ気図ߣ各高層ᄤ気図ࠍ相互ߦ関連付

図 㪈㪅㪋 㪌㪇㪇㪿Pa 天気図

図 㪈㪅㪌 㪊㪇㪇㪿Pa 天気図
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けߡ立体的ߦ見ࠆ必要߇あޕߔ߹ࠅ気象ߦ関ࠆߔ文献ޔߪߦૐ気圧߇発㆐ߩ߈ߣࠆߔ立体的

ょޕߔ߹ߒ紹介ࠍ例ߩそޕߔ߹ࠅߥߦ参考ࠅ߅ߡࠇ掲載さ߇模式図ߩ構ㅧߥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ．気象衛星画像の見かた 

気象衛星画像ޔߪ各画像ߩ特性ࠍ考えޔ同ߓ時刻ߩ画像ࠍ何度߆ಾࠅᦧえࠄ߇ߥ見比ޔߣࠆߴ

目的ߩ雲域ߩ状況ࠍ把握ࠆߔこࠂߒߢࠆ߈ߢ߇ߣうޕ߹たޔ地ᄤ気図ࠆࠃߦ観測ߣ࠲࠺照

ょޕうࠂߒߢࠆߥߦ参考ߩ断್ߩ種類ߩ雲ߣࠆ合わせߒࠄ

㧝．気象衛星画像の種類 

㧔1㧕赤外画像ょ

雲߿海ߤߥ地表面ࠄ߆放射さࠆࠇ赤外線ߩエネࠍࠡ࡞測定ޔこࠍࠇ輝度温度ߦ変換ޔߒ

濃淡表示ߒた画像ޕߔߢこߩた温度߇ૐいほߤ白くޔ高いほߤ黒く表現さޕߔ߹ࠇ雲頂高

度ߩ高い雲ߪ白くࠅ߈ߞߪ見えޔ海面߿陸地ߪ黒く表現さޕߔ߹ࠇ層雲߿発㆐ߒた積乱雲

ょޕߔ߹ࠅߥくߒ難߇別್ߪ霧߿ૐい層雲ߩ雲頂高度ޕߔߢ必要߇ࠇ慣ߪ別್ߩ

㧔2㧕水蒸気画像ょ

水蒸気ࠆࠃߦ吸収ߩ大߈い波長エネࠍࠡ࡞測定ࠆߔたޔ雲ߥ߇く߽ߡ大気ߩ中層

ޠᥧ域ޟߪい場所ߥ少ޔޠ域ޟߪ多い場所ߩ水蒸気量ޕߔ߹ࠇ表現さߦ画像߇多寡ߩ水蒸気ߩ

解析ߩ渦循環߿谷ߩ気圧ߩ層た中ߞ伴ࠍ寒気߿気流࠻ッࠚࠫޕߔ߹ࠇ黒く表現さߡߒߣ

ょޕߔ߹用いߦ

図 㪈㪅㪍 低気圧を立体的に考え䉎䈢め䈱模式 

温帯低気圧䈱発㆐䈱模式図 

 段䈏 㪌㪇㪇㪿Pa 䈱天気図䈪ਅ段
地天気図、実線䈲等高度線䈪
破線䈲等温線、第 㪈 期䈲発㆐䈱
初期、第 㪉 期䈪䈲急速に発㆐中、
第 㪊 期䈪䈲完全に発㆐し、こ䉏以
後䈲衰退に向かう、Ｈ䈫Ｌ䈱記号
䈲䈠䉏䈡䉏高気圧䈫低気圧䈱中
心を示す䇯 

 䇸一般気象学 第 㪉 版䇹 
   小倉義光  東京大学出版会

地䈱高䊶低気圧䈫層䈱䊃ラフ、
䊥ッ䉳䈱関係 

細い実線䈲等圧線あ䉎い䈲等高
度線、破線䈲等温線、地表面䈱矢
印䈲高䊶低気圧䈱進行方向䇯棒矢
印䈲昇ま䈢䈲ਅ降運動を示す䇯

 䇸䈍天気䈱科学䇹 
  小倉義光  森ർ出版 
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ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔3㧕น視画像ょ

見た߹߹ߩ画像ࠍ表現ߡߒい߹ޕߔᄥ陽光ߩ射߇弱い海߿陸地ߪ黒くޔ射ߩ強い雲ߪ

白く表現さޕߔ߹ࠇ層雲ほߤ白く見えޔਅ層雲ߪ黒く見え߹ޔ߇ߔ雲ߩ厚さ߿海面߆ߤߥ

せ߹߈ߢ߇ߣこࠆ見ߪ夜間ޕߔ߹ࠅあ߇い場合ߒ難߇別್ߩ積乱雲ߣ層雲ޔࠅࠃߦ射ࠄ

ょޕࠎ

図 㪉㪅㪈 衛星赤外画像 

図 㪉㪅㪉 衛星水蒸気画像 
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ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧞．低気圧の通過の事例ߢ見ࠇࠄた特徴 

200可ょ年 エ 月 2可 日ࠄ߆ 2台 日߆ߦけޔߡർ海付近ࠍ通過ߒたૐ気圧ߩ発生期ࠄ߆最盛期ߩ

ふࠆ߹いࠍ通ޔߡߒ気象衛星ߩ赤外画像ࠍ見ޔࠄ߇ߥ特徴ࠍ見ࠂߒ߹ߺߡうޕょ

㧔1㧕前線ߩ発生ょ

停滞前線߇発生ޔ前線ߩ近傍ߢਅ層雲߇見ࠇࠄർ側ߪߢ中層雲߇広ߡߞ߇い߹ޕߔょ

㧔2㧕前線ߩ活動߇活発化ょ

停滞前線ߩ一部߇ർߦ盛ࠅޔࠅ߇雲域ߪ気圧ߩ尾根ࠍ乗ࠅ越えߡ広ߡߞ߇い߹ޕߔょ

図 㪉㪅㪊 衛星可視画像 

図 㪉㪅㪋 前線䈱発生㩿㪈㪀䈫活発化㩿㪉㪀を示す地天気図䈫衛星赤外画像 
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㧔3㧕ૐ気圧ߩ発生ょ

前線ߢૐ気圧߇発生ޔߒ暖域内ߢ活発ߥ対流雲ࠍ含雲域߇広ߡߞ߇い߹ޕߔょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔4㧕ૐ気圧ߩ発㆐ょ

発㆐中ߩૐ気圧ࠄ߆南西ߩߦびࠆ寒冷前線ޔߪ対流雲ࠍ含高い雲域ࠍ伴ߡߞい߹ޕߔょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔5㧕ૐ気圧ߩ最盛期ょ

ૐ気圧ߪ空ߩ寒気ߩ流入ࠍ受けオࠢ࠷ࡎ海ߢ最盛期ࠍ迎えޔ雲域߽発㆐ߒ߹ߒたޕょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

図 㪉㪅㪌 低気圧䈱発生㩿㪊㪀䈫発㆐㩿㪋㪀を示す地天気図䈫衛星赤外画像 
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㧔6㧕層ߩૐ気圧ࠆࠃߦ新たߥૐ気圧ߩ発生ょ

寒気ࠍ伴ߞた層ߩૐ気圧ࠅࠃߦ新たߥૐ気圧߇発生ޔߒ対流雲域߇南東進ߒ߹ߒたޕょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧟．低気圧の通過にࠆࠃ北海道付近の顕著現象 

200可ょ年 エ 月 2可 日ࠄ߆ 2台 日߆ߦけޔߡർ海付近ࠍ通過ߒたૐ気圧ࠆࠃߦ影響ࠍ気象観測

結果ࠄ߆見ࠂߒ߹ߺߡうޕょ

㧔1㧕地気象観測ߢ捉えࠇࠄた寒冷前線ߩ通過ょ

稚内地方気象บߩ観測記録2ޔߪߢ可 日昼こࠄ߆ࠈ雨߇降ࠅ出ߒ߹ߒたޕ風߿気圧ޔ気温ߩ

変化ࠄ߆寒冷前線ߩ通過ࠍ 21 時こࠅ߈ߞߪߦࠈ捉えߡい߹ޕߔ夜߆ߦけ߿߿ߡ強い雨߇降ߞ

2台ޕߔ߹いߡ 日昼こޔߪߦࠈ層ߩ気圧ߩ谷ߦ伴う気圧ߩ谷߇通過ߒたߣ見ޕߔ߹ࠇࠄょ

ょ

ょ

図 㪉㪅㪍 低気圧䈱最盛期㩿㪌㪀䈫新䈢䈭低気圧䈱発生㩿㪍㪀を示す地天気図䈫衛星赤外画像 

図 㪊㪅㪈 低気圧䈱寒冷前線や気圧䈱谷䈱通過を示す気象観測記録 
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㧔2㧕࠳観測ߢ捉えࠇࠄたർ海周辺ߩ顕著ࠛコょ

気象ࠆࠃߦ࠳観測2ޔߪߢ可 日夜ߦർ海ߩ西海ࠍ東進ࠆߔ寒冷前線ߦ対応ߩ雨雲

ޕたߒ߹ࠇࠄ見ߢ西海ߩർ海߇コࠛߥ活発ߩイン状ߪߦ中ߩそޕߔ߹いߡࠇࠄ捉え߇

߹たޔ東ർ地方ߩ日ᧄ海ߩ西海ޔߪߢ限ࠇࠄた地点ࠄ߆次々ߦ湧߈出ࠃߔうߦ活発ࠛߥコ

ょޕߔߢߩ߽ࠆࠇࠄ見ߦ強い時߇ᥦ湿気ߩਅ層ߢᥦ域内ߩૐ気圧ߪࠇこޕたߒ߹いߡߒ発生߇

2台 日昼前ޔߪߦ寒気ࠍ伴ߞた層ߩ気圧ߩ谷ߦ対応ࠆߔコンマ状ߩ対流雲域ޔ߇ർ海ߩ

西海ߢ一時活発ൻࠄ߇ߥߒ接近ޔߒそߩ後ޔ弱߹ࠄ߇ߥࠅർ海ࠍ通過ߒ߹ߒたޕょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔3㧕気象ࠆࠃߦࠬࡌ࠲࠺記録ょ

ૐ気圧ߩ通過ࠆࠃߦ風ߣ雨ߩ記録ࠍ気象庁 Hタょߢߤߥࠬࡌ࠲࠺調ߒ߹ߺߡߴたޕ風ߩ

記録ࠍ見ޔߣࠆർ海内ߩアߤߥࠬ࠳ࡔ 31 観測地点ޟߢ日ᦨ大風ㅦ風向߇ޠ観測史 1～

10 ߩ値㧔極値㧕ࠍ更新ߡߒい߹ߒたޕエ 観測地点ߪߢ 1～3 以内ߩ更新߇あߒ߹ࠅたޕ߹

た2ޔ可 日ߣ 2台 日両日ߩ更新߇ 6 観測地点߽あߒ߹ࠅたޕ߶߷全的ߦ強風ߡߞߥߣいたこ

ょޕたߒ߹ࠅ߆ಽ߇ߣ

次ޔߦ雨ߟߦいߡ見ޔߣࠆߺߡ日高地方ߢ 2可 日～2台 日߆ߦけࠃ߅ޔߡそ 60～エ0ょ㎜ߣ߹ߩ

一ߩ原因߇ߣ受けたこࠍ影響ߩ地形ޔたたߞ߆強߇風ߩ南西ޕたߒ߹いߡߞ降߇た雨ߞ߹

ょޕߔ߹ࠇࠄ考えߣߟ

図 㪊㪅㪉 低気圧䈱暖域や寒冷前線通過時䈱レ䊷ダ䊷エコ䊷図 

図 㪊㪅㪊 層䈱気圧䈱谷䈫コンマ状䈱レ䊷ダ䊷エコ䊷図 
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Υ．気象資料ߩ入手についߡ 

ᄤ気߳ߩ興味߇深߹ޔࠅᄤ気図ࠍ使用ߒたいߣ思わࠆࠇ方ޔߪイン࠲ネߢ࠻࠶入手ࠆߔ

こޕߔ߹߈ߢ߇ߣょ

気象庁ޔࠫࡍࡓࡎＨ㧮㧯専門ᄤ気図ޔ地気専門気象情報ߩߤߥ Webょサイࠍ࠻利用ߒ

ょޕߔ߹߈ߢ߇ߣこࠆߔ࠼ࡠン࠙࠳ࠍ予想ᄤ気図߿実況ᄤ気図ޔߡ

気象庁ᄤ気図ࠄ߆ߣこࠆいߡߞ経߇時間ߩ事例日ޔߪた実況ᄤ気図ߒ使用ߢᧄ資料ޔ߅ߥ

㧔太D-ROMょ版㧕ࠍ使用ߒ߹ߒたޕイン࠲ネߢ࠻࠶入手ࠆ߈ߢᄤ気図ߣ少ߒ㆑い߹ޕߔょ

図 㪊㪅㪋 低気圧通過䈮伴う雨量分布図 
着色部分ߪ 50 ㎜以上 

アメダ䉴雨量分布 

㪉㪇㪇㪎 年 㪇㪐 月 㪉㪎 日 㪇㪈 時～ 

㪉㪏 日 㪉㪋 時䈱総雨量䋨㎜䋩 

図 㪊㪅㪋 低気圧通過䈮伴う雨量分布図 


