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要　旨

　平 年 日降水量 時系列の ク ラ ス タ
ー

分 析 を 行 っ て 目本 の 地域 区分 を 試み た ，分 析結 果 か ら，口 本 （820観測地 点）

は，最初 に，降水量の 違 い に よ っ て 多雨地域 と少雨地域の 2 地域 に 区分 され る．つ い で ，夏季 と冬季 の 降水量 の 違

い に よ っ て 多雨 地域 が 2地域 に 枝分か れ して 日本独特 の 降水特性 を示 す 3地域 に 区分 され る こ とが 明 らか に な っ

た，さ らに，平年 日降水量 の季節進行 の よ り詳 しい 違 い に基づ い て，最終的に，日本 の地域区分 と して 9地域区分

を提案 した ．

　 1．は じめに

　 日本の 気候に よ る 地域 区分の 研究は，古 くか ら沢山

な さ れ て い る ．吉野 （2003） の 総説 に よ る と，明治 16

年 （1883年）頃に は 日本を 7 地域に分け た 「本邦気象

区画」が制定さ れ て お り，19世紀末 に は 天気予報や暴

風警報な ど に ， この気象区画が利用 さ れ た と紹介さ れ

て い る．こ れ は 中川 （1899） の 研究 に よ る もの と考 え

ら れ る．そ の後 ， 地域区分に関す る多 くの研究が ， 福

井 （1928），関 口 （1959），鈴木 （1962），前島 （1958，

1968），吉野 ・甲斐 （1977）な ど に よ っ て な さ れ て い

る．そ の 多 くは 1 気温 と降水量 の 2 つ を気候に よ る地

域 区分 の 主な指標 と して 用 い て い る．

　降水量 の み を 用 い て 日本 の 地域区分 を行 っ た 研究

（菊地原 1981） もあ る．野本 ほ か （1983） は，年降水

量 と月降水量 の年変化を組み 合わ せ て 日本を 16地域に

区分 した．井上 ・松本 （2005）は，年降水量 に対 す る

降水量 の通年半旬別平年値の比を用 い た ク ラ ス タ ー分

析 に よ っ て 日本 を 7地域 に 区分 して い る．彼 らの ク ラ

ス ター
分析法で は，地域区分 に 年降水量 の 違い が 反映

され難 い 降水量比 を用 い て い る．

　小泉 ・加藤 （2012） は，地域 区分 に 客観的手法 （多

変量解析） を用 い る こ と の 重要性 を強調 し て い る．月

降水量 に先ず主成分分析を適用 し，得 られ た 因子負荷

量 の ク ラ ス ター分析 に よっ て 日本 を 9 つ の 地域 に 区分

し た，彼 らの 2段階の分析法で は ， 東日本を南北に ，

また東北地方を東西 に 分 か れ る と す る 日本 の 2 地域区

分に ， 年降水量の違 い が あま り反映さ れて い な い 結果

に な っ て い る ようで あ る．また，月降水量デ
ー

タを利

用 し て い る こ と か ら，例 えば梅雨入 り梅雨明 けの タイ

ミ ン グ の よ うな細か な変化を捉え き れ て い な い 可能性

もあ る．

　平年値の 日降水量 を グ ラ フ 化す る と，梅雨や秋雨の

様 子 を明 瞭 な ピーク と し て 検 出 で き る の で （草薙

2012），月降水量 や 半旬降水量 と比 べ て，よ り詳細 な

降水量 の年変化 パ ターン を描 くこ とが可能で あ る．本

研究で は ， 平年目降水量時系列の ク ラ ス タ
ー

分析 に よ

る 日本の 気候地域区分 を提案す る と と も に，地域平均

の 降水量グ ラ フ を用 い て ，得 られた地域 の 降水季節 パ

タ ーン の 特徴 を 調 べ た 結果 を報告す る．
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2，日降水量時系列 デー
タ と解析方法

2．1　日降水量時系列データ

平年値 の 日降水 量時系列 デ
ー

タ と観測 地 点 の 地 理
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データ は，気 象 庁 の 過去 の 気 象 データ検 索サ イ ト

（http：／／www ．data．jma、go ．jp／  bd／stats ／etrn ／index，

php　2015．9．20閲覧）の 都府県
・地方 の 選 択画面 を

利 用 して 取得 した．気象官署 及 び ア メ ダ ス の データ か

ら，各気象観測地点 の 緯度経度 を確認 しなが ら，で き

る だ け多く の 観測地を 選定 し て，最終的 に 820観測地

点の平年値の 日降水量時系列データ （1981−2010年）

をダウ ン ロ ードした．

　 2．2　 ク ラ ス ター
分析法

　820観測地点の平年日降水量 時系列データ に，ク ラ

ス ター分析法 を適用 し，日本を い くっ か の 地域 に 区分

す る こ と を試 み た ．観測地 点 ゴの 口降水量 データを

瓦 1 ，

…
， XiP （p ＝365）， 観測地 点グに つ い て 同様 の

デ
ー

タ を Xjl，…，瓦ρ
と す る と，観 測 地 点 i と ∫の

平年 日降水量 の 年変化 の 類似度を表す ユ
ー

ク リッ ド距

離 殤 は次 の よ う に 定義さ れ る 〔日降水量 の 年変化が

一
致す る と 必∫

＝ O に な る）．

　 　 　 　 P

　鵡，
2＝Σ （X ，厂 悉th）

2
　 　 　 　 　 　 　 　 （1）

　 　 　 ki1

　 ク ラ ス タ
ー

分析 で は，ユ
ー

ク リ ッ ド距離 の 2乗 が 最

小 に な る観測地点及 び既形成ク ラ ス ターの ペ ア を探 し

て 集団化す る作業 を繰 り返 し，順次新たなクラス タ
ー

を作 っ て ゆ く手 法 を用 い た （階層的 ク ラ ス タ リ ン グ）．

既形成 クラス タ
ー

との ユ
ー

ク リッ ド距離 の 計算法 に も

い く つ か の 手 法 が 存在 す る が ，本研 究 に お い て は

Ward 法 を用 い る こ とと した．820観測地 点の 平年 日

降水 量 時 系列 （p＝365） の 類似 度 を 数値 化 し て デ ン

ドロ グ ラ ム （樹形図）を描 き ， 群化さ れ た 各 ク ラ ス

タ
ー

の 平均的な平年 日降水量時系列 をグ ラ フ 化 し，そ

れ ら の 特徴 に つ い て 調査す る．

　 3．平年日降水量時系列 に基づ くクラ ス タ
ー分析結

　　　果

　平年 日降水量時系列 デ ータ を 用 い て ，820観測地点

を ク ラ ス タ ー分析 し た デ ン ド ロ グ ラ ム を第 1 図 に 示

す ．横軸は ユ ーク リッ ド距離 臨 を表 す．

　820観測地点 の 母集団 に 対 し ， 順次ク ラ ス タ
ー化 さ

れ て い く様子 が可視化 さ れ て お り，最終的 に，デ ン ド

ロ グ ラ ム 右側 の 1 つ の ク ラ ス タ
ー，すな わ ち ， 全国平

均 の 平年日 降水量 時系列に集約さ れ る こ と を，第 1 図

は 示 し て い る．したが っ て ，右側 に な る ほ ど ユ
ーク

リ ッ ド距離 砺 の 2 乗 が 遠 い ペ ア を ク ラ ス タ ー化す る

こ と に な る．こ の デ ン ドロ グ ラ ム を右か ら逆 に 辿 っ て

考察 す る と理 解 しや す い ，

6
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第 1 図　日 本 の 820観測 地 点 の デ ン ド ロ グ ラ ム
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第 2 図　ク ラ ス タ
ー

分 析 に よ る 2 地 域 及 び 3地 域 区 分 図，年 降 水 量 に よ る 2地 域 区 分 図，降 水 量 等高線 図 の 比

　　　 較．（a ）ク ラ ス ター
法 2 区分，（b）ク ラ ス タ

ー
法 3 区分，（c ）年降水量 2 区分，（d）降水量等高線 （気象

　　　 庁資料引 用 ）．

　全国平均 の 日降水量 年変化 パ ターン が ，最初 に G1

群 と G2 群の 2 つ の ク ラ ス ターに枝分か れ す る （2群

化）．Gl 群 は 465観測地点，　 G2 群 は 355観測地点 の 大

き な ク ラ ス ターで あ る．つ い で ， 3 群， 4 群，…
に

枝分 か れ し て い る こ と が 図 か らわ か る．次 の 3 群化 の

2016年 1 月

過程 で は ，G2 群 が G2a 群 （88観測地 点）と G2b群

（267観測地点） に 枝分 か れ して 3 つ の ク ラ ス タ
ー

に

な っ て い る．

　 2群 化 された Gl 群 （465観測地点 の 平均 年降水量

1301mm ） と G2 群 （355観 測 地 点 の 平 均 年 降 水 量

7
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2185mm ） を 2 種類 に 色分 け して 第 2 図 a に 示 す．

G1 群 は東 日本以北 と瀬戸内地域 が 平均年降水量 1301

  の 少雨地域 （黄色 の ○印），G2群 晒 躰 脯 と

北陸 日本海岸地域 が 平均 年降水量2185mln の 多雨地

域 （緑色の ○印）に な っ て い る こ と が わ か る，さ ら

に， 3群化さ れ た Gl 群 （465観測地点），
　 G2a群 （88

観測地点 の 平均年降水量 2222mm ） と G2b群 （267観

測地点 の 平均年降水量 2173mm ） を 3 種類 に 色分 け し

て 第 2 図 b に 示 す． 3 群化で は第 2 図 a の 多雨地域

が北陸日本海地域 （年降水量 2222mm ，緑色 の ○印）

と西 日本地域 （年降水量 2173　mm ，桃色の ○印）に分

か れ て い る．比 較の た め ， 820観測地点 の 平年 日 降 水

量 時系列に つ い て ， 個別に 計 算 した年 降水量 を170 

mm 未満 と 工700　mm 以 上 の 2 種類 に 色分 け し た 年降

水量 2区分地図 を第 2図 c に ， 気象庁が発表 して い る

降水量等 高線 地 図 を第 2 図 d に 示す．第 2 図 a は，

第 2 図 c の 年降水量 2 区分 地図 と極 め て よ く似て お

り，第 2 図 d の 降水量等 高線地 図 と も よ く対 応 し て

い る． こ れ らの 関係 は，ク ラ ス タ
ー

分析 に よ る最初の

G1 群 と G2 群へ の枝分か れ は年降水量 とい う要因に

よ る こ とを示唆す る．

　全国平均が 2群，続い て， 3群 に 枝分か れ す る と き

に働 く要因を詳 し く考察す る た め ，
こ の部分の デ ン ド

ロ グ ラ ム に 対応す る 日降水量 グ ラ フ を第 3 図に 示 す

（デ ン ドロ グ ラ ム と は 左右逆 向き に表示）．

　第 3 図 a の 全国平均 の 日降水量 グ ラ フ （820観測地

点の 個別の 日降水量時系列データ を加算平均合成 す る

こ とに よ っ て 得 た820地点 の 平 均降水量 グラ フ ）は，

鞭 糧 1685mm 硼 瞭 嫡 雨 ピーク （8．5   旧 ）

と少し小 さ い 秋雨ピーク （7．Omm ／日） を持 つ ． こ の

平年 日降水量時系列 が 枝分 か れ し た G1 群 と G2 群 の

2 地域の平均日降水量 グ ラ フ で は ， 梅雨 や秋雨 ピーク

の 大 き さ に も変化 は あ る が ， 2 つ の グラ フ に お け る最

大 の 違 い は年降水量 で ある．第 3図 b に 示す G1 群 の

平均年降水量 1301mm に 対 し て第 3図 c に 示 す G2 群

の 平均年 降水量 2185mm は約L 　7倍で ある．ま た ， 第

1 図の デ ン ドロ グラ ム で， 2群が 3群 に変化す る過程

を第 3 図 の 日降水量 グ ラ フ で 見 る と，G2 群 が 枝分 か

れ して で き る G2a 群 と G2b 群で は，年降水量 に は 殆

ど差は な い が ， 日降水量 グ ラ フ の 形 に 大 き な 違 い が 見

られ る．G2a群 の 平均 降水量 グラ フ （第 3 図 e）は ，

冬季 中心 の 大 き な降雪 と は っ き り し た梅雨 ピーク を持

ち ， G2b群の 平均 降水量 グ ラ フ （第 3 図 f）は ， 夏季

中心 の 幅広 い 降水 と大き な梅雨 ピーク を持 っ て い る．
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　以 上 の 結果 か ら，ク ラ ス ターの 2群化の 過程で 働 く

要因 は ， G1 群 （第 3 図 b） と G2 群 （第 3 図 c ） の 年

降水量 の 大 きな違い と考え ら れ る．式（1＞で は観測地

点 i とブの 日 降 水 量 の 差 を 365日 に 渡 っ て 積 算す る の

で 年降水量 に 大 きな差が あ る とユ
ー

ク リッ ド距 離 偽

が 大 き くな る．次 の ， 3群化 で G2a 群 と G2b 群 に枝

分か れす る過程で働 く要因 は ， 日降水量 の 年変化パ

ターン の 違 い に基 づ く と考 え られ る．すなわち，ほ ぼ

同じ大 きさの シ ャ
ープ な梅雨 ピー

クを除 い た ブ ロ ード

で 期 間 の 長 い 比 較的大き な 降水 の ピ ーク が冬季 に あ る

G2a 群 （第 3 図 e）か ， 夏季 に あ る G2b群 （第 3 図 f）

か の 違 い が ，や は り式 （］）の 臨 の 差 に か な り大 き く

反映 す る結果 と考 え ら れ る．ク ラ ス ターが さ らに ，

4群， 5群…と小 さ く枝分 か れ し て ゆ く過程 で は，年

降水量 と降水量 の 季節変化 の よ り小 さ な要因 が働 く と

推測さ れ る．

　口本 （820観測 地点〉は，最初 に，年 降水量 の 違 い

に よ っ て 多雨地域 と少雨地域 の 2 地域に ， 次 い で ， 夏

季 と冬季の年降水量 の 違 い に よ っ て 多雨地域 が 2地域

に 区分 され日本独 特 の 降水特性 を 示す 3地域区分に な

る こ とが ク ラ ス タ
ー

分析法に よ り示 さ れ た．全国平均

の降水量年変化 に 近 い パ タ
ー

ン を示す G1 群 に は 日本

型，G2a 群 に は 北 陸 日本海型 ，　 G2b 群 に は 西 日 本型

と仮 に名付け第 2 図 b に 示 した，第 3 図 の 降水 量 グ

ラ フ の 大 き な 違 い を 根拠 に ，第 2 図 b の 3 区分地図

が降水特性か ら見た 日本の 基本地域 区分 と考える こ と

が で き る．

　 4 ．目本 の 9地域 区分 と降水季節パ タ
ー

ン の 特徴

　4．1　日本の 9地域区分地図

　前節の 平年 日降水量時系列 を用 い た ク ラ ス タ
ー分析

で は，式 （1）を通 じ て，地域区分 に年降水量 の 絶対量

の 違 い と季節 ご との 降水量 の違 い を反映 す る こ とが 示

さ れ た．そ こ で ，日 降水 量 グ ラ フ の詳細な 違 い に 注 目

して 日本の より詳細な地域区分 を行 う こ と試みた ． 3

地域 区分 の 地図 で は，日本 の 国 土 の 約半分 に 匹敵す る

北海道，関東，近畿 ， 瀬戸内を合わせた地域 が G1 群

の 日本型 に含 まれ ， 1 つ の 区分 地域 と して は大き 過 ぎ

る．第 1図 の デ ン ドロ グラ ム に お け る枝分か れ の様子

と観測 地点 の 数 を 考察 す る と，仮 に ，観測地点数 （地

域面 積） が 最 小 の G2a 群 を 1 つ の 地域単位 と考 え る

と G1 群を 4 つ に，　 G2b群 は 3 つ に 分 け る こ とが 妥当

で は な い か と考 え た ．そ し て，Gl 群 （465地点） は，

デ ン ドロ グ ラ ム に 示 すよ うに，C1 群 （123地点），　 C2
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第 3 図 　デ ン ドロ グ ラ ム に対 応 させ て 描 い た 3 つ の ク ラ ス タ
ー

の 平均 日 降水量 グ ラ フ．

群 （87地点）， C3 群 （107地点），
　 C4 群 （148地点）の

4群 に 区分 した ．G2a 群 はその まま C5 群 （88地点）

と し ， G2b 群は C6’群 （101地点），
　 C7 群 （62地点），

C8 群 （104地点） の 3群 に 区分 した．しか し，　 C6’

群

に含ま れ る奄美沖縄地方 （19地点）は ， C6’群の 他 の

地域 と は地理 的に 遠 く離れ て い るため観測地点 の 数 は

少な い が 1 つ の 地域 と考え た．C6’群 を C6 群 （82地

点）と C9 群 （19地点） に 分 け，最終的 に，日本全土

を C1 群か ら C9 群 の 合計 9地域 に 区分す るの が 最 も

相応 しい と判断 した．

　 この 9地域区分 の 観測地点を印分 けした地図 を第 4

図 に 示す，第 4 図 に は，区分地域に含ま れ る観測地点

の tw　n と地域 の 平均降水量 も示 して い る．　 G1 群 を 4

分割 した C1 群か ら C4 群地域は，北海道の 東部地域

と西部地域 の 2 地域 と本州 の 関東太平洋岸を中心 とす

る 地域 と瀬戸内海を中心 とす る 地域 の 2 地域 に 4 区分

さ れ て い る こ とが わ か る．G2b群 を 4 分割 した C6 群

か ら C9 群地域 は，山陰地方の 地域，北 部 九州 の 地

域 ， 九州南部か ら四国 ・紀伊半島 ・中部地方の
一

部の

地域 奄美沖縄地方 の 地域 （地図 は省略）に 4 区分さ
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10 平年［「降水 量時系列 の ク ラ ス ダー分 析 に よ る Il本の 9 気候地 域 区彡｝の 提案

く｝ 01 北海道東部型い＝ 123）1068mm
a 　C2 北海道西部型 （n ＝B7）1346mm
OC3 東 日本型（n ＝ 107）1500mm
eo4 西 日本型（n ニ 14e）1323mm
OC5 北陸 日本海型 （n ； 88）2222mm 　

／
−
t

oOec

◎ G

第 4 図

’

望

謹
毳麟

Lj降水
’
：11 グ ラ フ の ク ラ ス タ・一一分 析 に よ る 9 地 域 区 分 地 図

（C9 群 の 奄 美 沖 縄 地 方 は省 略 ），

れ て い る こ とが 示 さ れ て い る．こ れ ら の 地 理 及 び 行政

区分を 参考に し て ， Cl 群は北海道東部型 ，
　 C2 群は北

海道 西部 型，C3 群 は 関束 太平洋型，　 C4 群 は 瀬戸 内

海型，C5 群 は北陸 日本海型、　 C6 群 は山陰 凵本海型，

G7 群は北部九州型，　 C8 群は西南太平洋型，　 C9 群は

奄美沖縄型 の 地域 と名付 けた．気温 と比 べ る と，降雨

は局所的な 地形の 影響 を受 け や す い の で 区分地域 が 入

り組 ん で い る と こ ろ も見 ら れ る ．第 2 図 d の 降水量

等高線地 図に も示 さ れ て い る中部山岳地域の 高降水量

地域 は ，西南太平洋型 の 区分地域 に 含 ま れ る．

　平年 冂降水量時系列の ク ラ ス タ・一分析結果の詳細な

解析 か ら，降水特性に 基 づ く ヒ」本 の 地域 区分 と して ，

第 4 図 に 示す 9 地域 区分 を提案 す る．

　 4，2　 9 区分 地 域 の 降水 季節 パ ターン の 特徴

　 91×分地域 の 平均降水量 グ ラ フ を年降水量 も含め て

第 5 図 に 示 す ．こ れ ら の 平均降水量 グ ラ フ は各区分地

域 の 特徴 を捉 えた降水量 グ ラ フ に な っ て い る こ と を以

下で 見て ゆ く．

る．瀬戸内海地域 の 年降水．粗 323mm は，

海地域 1871mm に 比 べ て 3 割近 く少な く，

の 多 い 西 凵本 （第 2 図 a ） に あ る少雨 の 地域 で あ る，

　 凵本 の 降水量 グ ラ フ は 夏季 に 降水 の 山 を示 す 凸型 グ

ラ フ が
一

般的で あ る．しか し，第 5 図 e の 北陸 冂本海

型 の 平均降水量グ ラ フ は，こ れ と人 きく異な り， 1 月

と 12月 に ピーク降水量 8．7mmf 日 と8．9　mnif
’
口 を示 す

典型的 な凹型 を し て い る．冬季 の 大 きな降雪 に よ る た

め で， こ の グ ラ フ は 世界で も屈指の豪雪地帯 と さ れ る

北 陸 II本海 地方 を特 徴付 け る もの で あ る．年降 水景

2222mm は，第 5 図 h の 西南太平洋地域 の 年降水量

2607mm に 次 い で 2 番目 に大 きい ．

　第 5図 g の 北部九州地域 は，日本 で最 も典型的 な梅

雨 の あ る 地 域 で，極 め て 大 き な ピーク （16．t5　mm ／日 ）

が 梅雨時 の 多雨 を物語 っ て い る．

　西南太平洋地域 は ，全国平均 の 梅雨 ピーク （第 3 図

a ：8．5mnV 「D よ り大 き な 日降水量 の 日 が 6 月 3 凵

か ら 10月 3 目まで 123 日 も続 くな ど冬 季を中心 とす る

　第 5 図 a と第 5 図 b に 示 す 北 海道

2地 域 の 平均降水 量 グ ラ フ は，他 の 7

地域 と は 異 な っ て ， 梅雨 ピー．ク が殆 ど

認 め ら れ な い 形 をして い る．日本海 に

而 し た 西部 型 で は 1 月 の 降雪 ピー
ク

（4．2mm ！口） が 東部型 の ピーク （2．1

mrl1 、！日） の 2 倍 の 大 きさが あ る の で ，

グ ラ フ 形状か ら両地域は 明確 に 区別さ

れ る．年降水量 も他の 地域 と比 べ て小

さ い ．

　第 5 図 c の 関東太 平洋 型 の 地域 で

は，瀬戸 内海地域 （第 5 図 d） と 異な

り，梅雨 ピー
ク （6．6　min ！　H） よ り秋

雨 ピーク （7　．　9　nim ！
’
［〉 の 方 が 大 き

い ．第 5 図 d で は 梅 雨 ピ ーク （8．5

1nm 、／日）後 の 盛 夏 に 約 1 ヶ 月 の 少 雨

期 （3．6〜4，Dmm ／H ＞が あ る の に 対

し て，第 5 図 c は 梅 雨 ピーク （6．6

mm ，／日）の 後 の 盛 夏 に 第 5 図 d の 約

1．5倍 の 降水 （5 ，0〜6．5　ininf
’
［） を 示

す．

　瀬戸 内海型 （第 5 図 d） と rl［陰 H 本

海 型 〔第 5 図 f） の 平 均 降水 屋 グ ラ フ

は，全国平均 の 降水量 グ ラ フ （第 3 図

a ） に 形 が 似 て い る の で ，全国平 均 の

降水 季 節 パ タ
ー

ン を示 す地 域 と い え

　　　　　　　　　　　　 山陰 冂本

　　　　　　　　　　　　 多雨地域

10
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第 5 図　ク ラ ス ター分析 に よ る 9 区分 地域 の 平 均降水 量 グ ラ フ ．（a ）北 海 道 東部 型，（b）北海道西

　　　　部型 ， （c ）関東太平洋型，（d＞瀬戸内海型，（e ）北陸日本海型，（f）山陰 日本海 型，（g ）北 部

　　　　九 州 型 ，（h）西 南太 平 洋 型，（i）奄 美 沖縄 型．

4 ヶ 月以 外は 雨量が 多 くて 年降水量 2607mrn と い う

世界的に も有数 の 多雨 地域 で ある こ とが第 5 図 hの

平均降水量グ ラ フ か ら読み取れ る．

　 日本で 最初 に 梅雨 が 明け る 奄美沖縄地方 の 平均降水

量 グ ラ フ （第 5 図 i） は，梅 雨 ピ ーク （11．Omrn ／日）

の大 き さ が 北部九州型 （16．51nm ノ日）や西南太平洋

型 （16．4mm ／日 ）地域 よ り小 さ く，か つ ，両地 域 に

は な い 梅雨明 け後 の 1 ヶ 月 ほ どの 少 雨期 （3，4〜4．5

mm ／日）の存在が特徴的で ある，

　 5 ．おわ りに

　平年 日降水量時系列 の ク ラ ス ター分析か ら以下の結

果を得た．

（1 ）日本 （820観測地点）は ， 最初 に，降水量 の 違 い
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　に よ っ て 多雨地域 と少雨地域 の 2 地域 に 区分 さ れ，

　次い で ，こ の多雨地域が 2地域に枝分か れ して得 ら

　れ た 3地域区分が降水量 に基 づ く基本的地域 区分 と

　判断した．

（2 ）最終 的 な 日本 の 地域 区分 と し て，区分地域 の 大

　き さ を考慮し た 9地域区分を提案し た． 9 地域 の 平

　均降水量 グ ラ フ は 各 区分地域 の 特徴 を捉 え た 降水量

　グ ラ フ に な っ て い る こ とが確認さ れ た．
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