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2022年4月 気象研究所台風・気象災害研究部長 

2025年4月 気象大学校教授 
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2002年 気象庁長官表彰（グループ） 

2002年 気象研究所所長表彰（グループ） 
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1. 加藤輝之: 集中豪雨と線状降水帯, 朝倉書店, 168pp, 2022. 

2. 加藤輝之: 図解説 中小規模気象学, 気象庁, 316pp,  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/expert/pdf/textbook_meso_v2.1.pdf, 2017. 

3. 加藤輝之(128 名の共著、該当部分は単著): 図説地球環境の事典, 朝倉書店, 82-83, 2013. 

4. 加藤輝之: 天気と気象についてわかっていることいないこと. 第４章集中豪雨の研究, ベル出版, 136-

179, 2013. 

5. Kato, T.(34 名の共著、該当部分は単著): The Global Monsoon System: Research and Forecast, Second 

Edition, World Scientific Press, 339-356, 2011. 
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247-252, https:/www.metsoc.jp/tenki/pdf/2022/2022_05_0003.pdf, 2022. 
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場の影響, 天気, 69, 87-41, https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2022/2022_02_0029.pdf, 2022. 

10. Hirockawa, Y. and T. Kato: A new application method of radar/raingauge-analyzed precipitation 
amounts for long-term statistical analyses of localized heavy rainfall areas, SOLA, 18, 13-18, 
https://doi.org/10.2151/sola.2022-003, 2022. 
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14. Kato, T.: Quasi-stationary band-shaped precipitation systems, named “senjo-kousuitai”, 

causing localized heavy rainfall in Japan. J. Meteor. Soc. Japan, 98, 485-509, 
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15. Kato, T.: Representative Height of the Low-Level Water Vapor Field for Examining the Initiation 
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響. 天気, 64, 887-899, https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2017/2017_12_0041.pdf, 2017. 

17. Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Ohtake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. Yamada: 
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18. 荒木健太郎, 村上正隆, 加藤輝之, 田尻拓也: 地上マイクロ波放射計を用いた夏季中部山地における対

流雲の発生環境場の解析, 天気, 64, 19-36, https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2017/2017_01_0019.pdf, 

2017. 

19. Muramatsu, T., T. Kato, M. Nakazato, H. Endo, and A. Kitoh: Future Change of tornadogenesis-
favorable environmental conditions in Japan estimated by a 20-km-mesh atmospheric general 

circulation model, J. Meteor. Soc. Japan, 94A, 105-120, https://doi.org/10.2151/jmsj.2015-053, 
2016. 

20. Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, M. Oh’izumi, T. Kato, T. Aoyagi, F. Shido, K. 

Hibino, S. Kanada, A. Suzuki-Parker, and T. Nagatomo: Projection of future climate change over 
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https://doi.org/10.2151/sola.2015-022, 2015. 

21. 津口裕茂, 加藤輝之: 集中豪雨事例の客観的な抽出とその特性・特徴に関する統計析, 天気, 61, 455-

469, https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2014/2014_06_0019.pdf, 2014. 
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Island, Japan, on 20 October 2010, J. Meteor. Soc. Japan, 92, 163-183, 
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0493(2004)132<1537:APLOTJ>2.0.CO;2, 2004. 

59. Fu, G., H. Niino, R. Kimura, and T. Kato: A polar low over the Japan Sea on 21 January 1997. 
Part I: Observational analysis, Mon. Wea. Rev., 132, 1537-1551, https://doi.org/10.1175/1520-
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