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要　旨

　 日界 とは ， 気 象観 測 に お け る 1 日の 区切 りの 時 刻 で あ る．日本 の気 象 観測 に お け る 日最低
・
最高気温 の 日界 は ，

現 在 は 00時で あ る が ，1953〜63年 は 日最 低気温 に つ い て 09時で あ り，19．　39年 ま で は 多 くの 地点 で 22時 で あ っ た．こ

う した 日界 の 違 い が 統計 値 に 与 え る影 響 を，ア メ ダス の 毎 時 資料 を使 っ て 調 べ ，以下 の 結果 を得た．（1）   9時 日界

に よる 日最低気温 は，00時 日界 の 値 に 比 べ て 高 い 傾向が ある．偏差 の 大 き さ は ，全国平均の 年平均値 で 〔）．41℃ で あ

る．（2） 22時 日界 に よ る 日最 低 気温 も，00時 日界 の 値 に比 べ て 高 く，偏 差 の 大 き さは 全 国平 均 の 年平 均値で   ．17℃

で あ る．（3） こ れ らの 偏差 は ， 気温 の 日変化特性 と 目々 変化の 大 き さ に 依存 し，季節 や 地域 に よ っ て は 上記 の 値 の

2倍 を超 え る こ と もあ る．（4） 09時 ・22時 H界 に よ る H 最 高気温 の 偏 差 は 小 さ い ．

　 また ，過 去 10 年間の 日最低気温 の 経年変 化率 を計算す る場合 に は09時 目界 よ り も22時 日界 に よ る偏差 の ほ うが 影

響 が 大 き く，地点や 季 節 に よ っ て は 0．4℃ ／（100年） に達 す る評 価誤 差 を 生 じ 得る こ と が 指 摘 さ れ た ．

　 1　 は じめ に

　過去 の気象資料 を使 っ て長期 的な気候変化 の 実態を

調べ る場合，資料の時間的な均質性に注意 を払 う必要

が ある．均 質性 を損 な う可能性 の ある要因 と して は，

観測 所 の移転や 周 囲 の 環 境変化，測 器 の 更新 や観測 方

法 の 変更 な ど が あ る． こ の
“

観測 方法 の 変更
”

に 関連

す る こ との 1 つ が，日界 の 問題 で ある．H 界 とは気象

観測 に お け る 1 目の 区切 りの 時刻で あ る．

　第 1図 は，国内 の 日最低 ・最高気温 の 観測 に お ける

日界の 変遷 を示 す．日界 は 現在 は00時 （口本時 間 ；以

下断 ら ない 限 り同 じ） で あ り，日最低気温 と は 00〜24

時 の 24時問 の 最低値 を 指 す ，しか し，1953〜63年 は ト｛

最低気温 の 日界 が 09時で あ り， 1939年 まで は毎時観測

地点 を除 く大半 の 地点 で H 最低 ・最高気温 ともに H界

を22時 と し て い た．磁気媒体な ど の 形 で利用 さ れ て い

る累年資料 は，こ うした 日界変更 を経た値で あ る．こ
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れ と は別 に ， 197〔1年代後半ま で 国 内1000以上 の 観測所

で 日最低 ・最高気温 の 観 測が行わ れ （い わゆ る
“
区内

観測
”
〉， そ の 日界は 1952年ま で は ユ0時，1953年以 降 は

09時であ っ た．

　 こ れ ま で の 調査 に よ り，〔】9時 i］界 に よ る 日最低気温

の 統計値 は00時 日界 に よ る値 よ りも高 い 傾向 が あ る こ

と，その 偏差 は地点や季節 に よっ て は 0．5℃ を超 え る こ

とが 示 さ れ て い る （気象庁，1965，／981）．し か し，こ

の こ とは気象関係者の 問 に 今 1 つ 浸透 せ ず，偏差 を考

慮 せ ず に資料が使 わ れ る 場合も見 か け る．そ の 背景 と

して ，従来の 報告物で は い くつ か の 地点 に お ける偏差

の 評価結果 が 例 示 さ れ て い る だ け で，「偏差 の 全 国平 均

値は ど れ ほ ど か ， どん な場所 や 季節 に 大 きい 偏差 が 現

れ，それ はどんな気候因子 と関連 す る か 」 とい っ た気

候学的特性 は把握さ れ て い な い た め，問題 の 重要性 が

認識さ れ に くい と い う事情が 挙 げられる．さら に，22

時 日界 に よ る統計値 に つ い て は 「日界 の 時刻差 が わ ず

か 2 時間で あ っ て
’
， そ の影響が 小 さ い 」（気象庁 ， 1965）

な ど と さ れ ，偏差 の 有無は全 く評価 さ れ て い な い ．な

お ，ア メ リカ で も日界変更 の 影響 が検討 さ れ て い て ，

07時 日界 と17時 Ll界 （地方時） の 資料の扱い な ど が議
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）1 19391401952 〆53　　　　1963／64 1978 ご ろ

気象官署　　i日最低気温 毎 時 観 測 地点 は 00時　i　　　　　　　　　　　I ｝・9 ・到 00 時　 　 　 　 　 　 3
（普通気候観測）i日最高気温 その 他の 地点 は 22 時

2｝ i　　　　　　　　　　 嚠
00 時

，一驛一一一一■一一一一

　 〇〇時

観測所
3）

　i日最低気温

（区内観測）　i日最高気温
10 時

5｝ i　 。9 時
・

2

圏
1 ア メ ダ ス展開

i に より廃止■

1） 日本標準時 に よ る統
一

は 1888 年か ら．1887 年 まで は 京都時や 地方時が 使わ れ ，目界時刻 も複雑 に 変遷 した．
2） 横 浜地 方気 象台 （1996）に よ る と．横浜 は毎時観測 地 点で は なか っ た が 1937 年か ら OO 時 日界 に よ る観 測が 行わ れて い た．しか

　 し，著者が確認で きた 範囲で は 他 に同様 の 例 は な く．気象庁 （1965，1981）等 に も例外 に関 す る記 述 が な い の で，横 浜 は 特殊 な ケ
ー

　 ス で あ ろ うと考え られ る ．
3） この 資料は気 象庁

・
中 央気象台発行の 「気温報告」　（1965年 まで ほ ぼ 5 年 ご と） と 「観測所気象年報」　（1966 年か ら毎年 ）に

　 掲載 され て い る 。 気象官署 も
“
観測所

”
を兼ねて い たの で ，1940−52 年 は 00 時日界 と 10時 日界の 観測が，ま た 1964 年か ら 70 年

　 代後半は （日 最高気温 に つ い て は 1953緬 3 年 も）00 時 日界 と 09 時 日界 の 観 測 が．そ れぞ れ並行 して 行わ れ て い た．
4）5）6）日最低気温 は前 目Q9時 （ま たは 10 時，以 下 同様）か ら当 日 09 時 まで．日最高気温 は当 日 09時か ら翌 日 09 時 まで の 値．

　　　　　　　　　　 第 1 図　国内の 気象観測 に お け る 日最低
・
最高気温の 日界の 変 遷．

論 さ れ て い る （Mitchell，1958；Schaal　 and 　Dale ，

1977 ；Karl　et　 al．．1986な ど） が ，口界 に よ る偏差 の

気候学的特性 を調 べ た もの は見当 た ら な い ．

　本研究 で は，こ れ ら未調査の テ
ーマ を取 り上 げつ つ ，

団最低 ・最高気温 の統計値に及 ぼ す H 界 の 影響 を調 べ

た．以下，日最低 ・最高気温 を Tm　i。 ，
　 Tm 。。 と表記し ，

日界を ノ時 とす る値を Tm　L。
｛一

の よ うに 表す．

　 2．予備的考察

　本論 へ は い る前に ，日界 の 違 い に よ る偏差 の 現 れ か

た とそれ に 竝す る見方 に つ い て ，若干 の補足 を し て お

く．第 2 図 は，ア メ ダ ス 毎時値 に よ る気温変化 の 例 を

示 した もの で ，Tmi。

｛OO）と T． 1。
（09》

をそ れ ぞ れ ↑と ↓で 示

し て あ る．a の 場 合， 5 月 16日 と 18日 は 7』1。（
°a ）と

T，， tn
〔卿 と が一

致す る が ， 17日 は 異 な る．こ れ は ， 夜に

気温 が 急激 に 下 が っ て Tmi。

｛°° ）h）
’
24時 に 現 れ た た め で

あ り，結果 と し て 17日 の夜か ら18H 朝に か け て の 低温

が 17日・18日両 日の T温i。
cee）と して ダブ ル カ ウ ン ト さ れ

て い る．し か し Tmi
。

CO9）に は こ うしたダ ブ ル カ ウ ン トは

起 こ っ て い な い の で ，そ の 分 Tm　l．
ω 9｝は Tmi

。

（°O よ り も

高 くな る，b は 逆 に，　Tmi。

（09］
に ダ ブ ル カ ウ ン トが 起 こ っ

た 例 で あ る．ま た ， c で は気温 の 日変化が 明瞭 で な く，

む し ろ数 ロス ケー
ル の 気温変化が 卓越 し ， 12月 7 口 か

ら10日 に か け て は 日界 に よ っ て ま ち ま ち に T．、i，1が 現

れ て い る．統計値の偏差は ，
こ の ような差が長期間 （月

間 あ る い は年間）の 平均値 に 反映さ れ た結果に他な ら

な い ．

　そ もそ も1953年 に 7温1。 の 日界 を09時 と した の は，第

2 図 a の よ う な場合 に 「明 け 方 の 真 の 低極」 を 捉 え よ

うとい う配慮 に よる もの だ っ た ようで ある （気象庁，

。C　　〔a）Kyoto

ll壷
00　120012001200
16May 　17May 　18May

　　 （C）Kanazawa

lll
， ， 粥

・O　　（b）Nara

lil
〜窒

　 00　1200 　12001200

　 　 20Nov ，21　Nov ，22　Nov ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 弔小　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 肚
L二⊥二L ユニニL ヱニ⊥二 ニユニニニコニユ ニ 】

　 　 00　1200 　1200 　1200 　1200 　12DO 　1200
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第 2 図　 ア メ ダ ス 毎 時 値 に よ る 気 温 変 化 の 例．い

　　　　ずれ も／997年で ，（a ）京都 に お け る 5 月

　 　 　 　 ユ6〜工8日，（b）奈 良 に お け る11月 20〜22

　　　　 日，（c ）金 沢 に お け る12月 6〜n 日．各

　　　　 グ ラ フ の 下側 に は 00時 日 界 の 区切 り と と

　　　　も に TmEnc°u）を ↑で 示 し，上 側 に は09時 日

　　　　界 の 区切 りと と も に 7諭．

側 を ↓ で 示 し

　　　　て あ り，Tmt。（°°）
と Tml．｛°9）

の 値 を グ ラ フ 上

　 　 　 　 に
…

で 示 す．

／955）．伊藤 （1975）や 中島 （1999）も，同様の 理 由で

Tmi
。 の 日 界 を09時 に （あ る い は 昼閾 に ）設定す べ き こ と

を論 じ て い る．しか し，日界 を09時 として も毎 日の 明

け方の 低極 を捉え ら れ な い ケ ー
ス が あ る こ と は第 2 図

b に 示 され て い る し，第 2 図 c の よ うに 日変化 よ りも

総観的要因 に よ る 気温変化 が 卓越す る場合 に は 「明 け

方 の 低極」 そ の もの が 存在 し な い こ と も あ る．本稿 で

は，日界 を何時 に す れ ば良い か と い う よ り も，日界 の

違 い に よ る偏差の 量的評価 を興味 の 中心 に す る．
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　 3 ．資料 と解析方法

　 ア メ ダ ス に よ る 1979〜97年 の 毎時気温資料 （0．1℃単

位）を使 っ た．対象地点は ， 各月 と も最低13年分 の 資

料 が 得 られ る こ と を条件 と した ．対 象期間中に地点が

移動 し た 場合 に は，移動距離が緯度 ・経度 と も 0．030未

満 で あれ ば同 じ地点 と し て 扱 っ た ω．03 °

と い う値 は便

宜的に設定した もの で，深 い 理由 は な い ）．この 結果，

地点数 は830とな っ た．解析は以下 の 手順 に よ っ た ，

　 （1） 日 界 と し て ，前 日06時〜当 HO6時か ら当日／2時
〜翌 日12時ま で， 1時間ずつ ずら し て 計 31通 りを設定

した ．こ れ ら の 各 日界 に つ い て T
，， Tn，

　 T
．、。 。 を 求 め，こ

れ と00時 日界 に よ る値す な わ ち 7弘1。
脚 ），Tmax（eo）

との

差 を 「偏差」 と定義 し た．以 下，偏 差 を ∠ 7』1。
ω

（＝

Tmi。

（”｝− Tml
。

（D°）） の よう に表す．

　 （2）ATml。

（”），。4端 。。ω
を 1 か 月平均 した ，解析 目 的 に

よ っ て は，さ ら に 地域平均や季節平均 ・年平均を した．

季節 区分 は冬 （12〜 2 月〉，春 （3 〜 5 月），夏 （6〜 8

月〉，秋 （9 〜11月） と し た．

　 （3＞　   で計算し た値を累年平均 する と と もに ，そ

の 年々変動 に 基づ い て 統計誤 差 を見積 も っ た ．得 ら れ

た累年平均値 を以下ti　T．
　
［。

ω
の よ うに 表す．　AT は単独

の 地点の 値 で ある場合 もあ れ ば，地域平均値で あ る場

合 も あ り，月熨平均値で ある こ と もあれ ば季節 ・年平

均値で あ る場合 も あ る こ と を覚え て お い て ほしい ．

　 （4） ZT に 関連 し て 興味が持た れ る 量 と し て，
“一

致

率
”

を取 り上 げ た．
一

致率 と は，あ る 日界 に よ る観測

値が00時 日界 に よ る値と一
致 す る 日の 割 合 で あ る．一・

致率の 統計 はAT の統計 と同じ手順に依 っ た ．

　 こ れ に つ い て，以下 の 点 を補足す る．

　 1．気象官署 の 累年資料を使う場合 に問題 に な るの

は Tml。（°9），　 Tmi。 C22］，端 。x 闘
の 3 つ で あ る．よ っ て本解

析 で は，こ れ に Tm
。．

（eg ）を併せ た 4 つ の 最 を解析 の 主対

象 に す る．か つ て 気象官署や観測所 で 行われ て い た09

時 日界 の 観測 に お い て は，7訖1。（u9 ）に は 前 日09時 〜 当 口

09時 の 間 の 最低値 を採用 し ， Tm 。．

CG9）に は 当日09時〜翌

日09時の 間の 最高値を採用 して い た の で ，本解析で も

これ に 従 っ た．

　前 B〜当 日 で も当円〜翌 日 で も長期間 の 統計値 に は

関係 な い と思 え る か も知 れ な い が ，実際 に は （年平均

値は別 と して 〉季節変化 の 影響に よ る差が 現 れ る．例

えば， 4 月の 7養適m な り T，，。x な D を09時 日界 で 統計 す

る場合，前 日09時〜当 日09時 を日界期 間に す れ ば統計

期 間は 3 月3／口09時〜 4月30ElO9時で あ るが ，当 1：［09

時〜翌 日09時 を 日界 期 間 に す れ ば 統計期間 は 4 月 1H

09時〜 5 月 1 日09時 と な っ て ， 1 日の ずれ が で き る．

こ の ずれ に相当す る季節変化分 だ け，統計値 は 異 な る．

季節変化の 速 さ は春 と秋 に は 1か 月当 た り数℃ で あ る

か ら，わず か 1 日と言え ど も 0．1℃ を超える差 に な る．

また当然なが ら，
一

致率は ど ち らの 日界期間を使 う か

で 全 く異 な る．

　 2 ．本 解析 に お け る T、、 m や T、，。．は毎 時値 か ら求め

た もの で あ り，連続観測 （最低 ・最高温度計や自記記

録 ） で 定義 さ れ る真の 日最低 ・
最高気 温 とは異 な る．

そ こ で，連続観測 に 基 づ くAT の評価が llJ能な 資料 と

して ，1964年か ら70年代後半に気象官署 で 観測所観測

と し て行わ れ た 09時日界 の 値 と，同期 間に 並 行 して 行

わ れ て い た 00時 日界 に よ る値 と を使 っ て：tiTrntnC°9）を求

め， こ れ を （1）〜（3）で 毎時値 か ら求 めた もの と比 べ

て み た （対象 は 139官署）．そ の 結果 ， 連続観測値 か ら

求 めたZITmin（°9）と毎時値か ら求め た ti　Tmi．ceg）とは，一

部の 地点で は 0．1℃ を超え る 差 が あ る が ， 全体 と し て は

よ く
一

致 し， 2 つ の方法に よ る A　Tm　E。
（° 9｝値の 差 を全宮

署 に つ い て 平均 し た も の は年 平 均 値 に つ い て は

0．002℃ ，月別平均値 に つ い て は最大で 0．02℃ に 過 ぎな

か っ た ，diT，，。 xC
° 9）に つ い て も同様 で あ り，2 方法 に よ る

riTmax（09 ］
値 の 差 の 全官署平均は ， 年平均値 に つ い て は

0．008℃ ，月別平均値に つ い て は 最大 で 0．03℃ で あ っ

た ．

　 AT ｛ZZ）に つ い て は上記の よ うな 解析が で きな い （同

じ地点で 22時 日界 と00時 目界 の 観測が並行 し て行わ れ

た 例 は 見 当た ら ない ） が
， 毎時値を使 っ た 場合 と連続

観測値を使 っ た場合と で偏差 に 差 が あ る と信ず べ き理

由 も な い ，IT （°9》
に 関す る上記の結果 か ら見 て ，少な く

とも多数地点の平均に関し て は，毎時値 か ら求 め られ

た zl　Tm1。（2z ）や zl　Tm　
ax

〔22）は連続観測 に 基 づ く値 に
一

致 す

る もの と期待で き る．

　な お ，気象庁で ア メ ダス の 毎時資料か ら Tmi。，　 Tm。 、

を 求 め る 際 に は ，Ol〜24時の 24個の 値 が 使 われ て い る．

しか し， 連続観測に よ る 日最低 ・最高気温 は00時 か ら

24時 ま で の 最 低 ・最高値で あ る か ら ， 本 解析 で は

00〜24時 の 25個 の 毎時値で Tmi。

〔e °），7三、。。（°a＞
を求 め た．

他の 日界に つ い て も同様 に した ．

　 3．（3＞ の 手順 で 見積 もられ た統計誤差の標準偏差

は，∠ITm
］．
t°9）・ti　Tm　in

（22）
の 月別値 に つ い て は それ ぞれ 概

し て 0．05℃ 未満 と O．  3℃ 未満 で あ る （zlTmi ， の値が 大

き い 地点 で は こ れ を上 回 る こ と も あ る）．ま た，年平均

値 に つ い て は 0，03匸℃未満 と0．02℃ 未満 で あ る．い ずれ

も結果の大勢に 影響 する ほ どで はな い の で ， 以 下 の記
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第 3 図　AT ，。 t。，」 7温 x と 目界 と の 関係 （地 域 平 均，

　　　　冬 と夏 ）．横 軸 は 日界 を表 し，左端 は 前 日

　　　　06時〜当 口06時，右端 は 当 Fi　12時〜翌 日

　 　　　12時 を 日界 期 間 と し た 場合で あ る．縦 の

　　　　点線 は 00時 日界 ， 09時 日界，22時 日界の

　 　　　位置を 示 す，

Western 　 嘱一NanseHs ，

　　 Jun．−Aug、

騰 ……饗
i　　　　　　

II
　 ；　 　　 　 　 1
−

　 12 　18 　00　06 　12
　 　 　 　 　 　 　 JST

廴

述 で は簡単 の た め誤差を表示 し な い ．

　 4 ．偏差の 広域平均値および関連要素

　まず，広域平均に 基づ く偏差の 季節変化 や，関連す

る 諸要素の特性 を概 観す る．地域区分は北 口本 （北海

道 ・東北，303地点〉， 東日本 （関東 ・中部 ，223地点），

西 日本 （近畿 ・中国 ・四国
・奄美を除 く九州，282地

点），南西諸島 （奄美 ・沖縄 ，
22地点） の 4 つ と した ．

　第 3図は ， 偏差 と 日界時刻 と の関係を冬 （12〜 2月）

と夏 （6〜 8 月）に つ い て 示 した もの で あ る．ZT ． ，。 も

td 　Tm　
。 。 も 日界 に よっ て 1℃ の オ ーダーで 変 化 し，時問

帯 に よ っ て は 目界が 1時間異 な る だ け で 0．2℃以上 の

差が で きる．両者 と も，昼間〜夜半前 の 日界 に対 し て

は 正 偏差 ， 夜半す ぎ〜朝 の 日界 に 対 し て は 負偏差 に な

るが，日変化形 は多少異 な る，AT ． ，
は夜 間 の 日 界差 に

敏感で あ り，日没前か ら夜間を通 じて ほぼ直線的 に 下

が っ た 後 ， 日 の 出後に 急上 昇 し，昼間 は （特に，昼間

時 間 の 長 い 夏は）ほ ぼ
一

定値 をとる．ti　T． 。。 は 日中の 日

界差に 敏感 で ，正 午前後 に 急上 昇 して 鋭 い ピーク を

持 っ た後に急降下す る が，夜間 はほ ぼ一定値を と る．

　以下，専 ら09時日界 と22時 日界 に 注 日す る．第 4 図

は万篇 1〔° 9）
，

」 Tmi
。

（22｝，　 ti　T ． 。x
（° 9）お よ びATm 。x

（22）
の 月別

値 の 季 節変 化 を示 す．』 7湘 ω 9 ）は 平均 0．4℃ 程 度

ヨ端 i。
關 に も0 ．2℃ 程度の 正偏差 が あ る （全国平均の 年

平均値は それぞれ0．41℃ と0．17℃ ）．両者 と も，春 と秋
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第 5 図 国 内 4 地域 に お ける Tminloo），
塩 。x

圃
お よ び 71

。。 ．

〔22 ｝の
一
致率の 季節変

化．

JFMAMJJASOND

　　　　Tmd。 ｛22 》，

に偏差が 大 き く夏 と冬 に小 さ い 2 山形 の 年変化を す る

が ，td 　Tm　i、、
〔z2 ）は ztl　Tm　i，

〔°9，
に 比 べ て冬の 極小が 弱 い ．ま

た ，南 西諸島 で は zS　Tmi。

ω 9｝
もll　Tm　T。（22 ｝も他地域 に 比 べ

て偏差が小 さ く，秋 か ら春まで は ほ ぼ
一

定値 で 夏 に 極

小 と な る形の 年変化 をす る．一方，zlTm 。．ce
”）は北 ・東日

本で 春〜夏 に 0．2〜0，3℃ の 正偏差 を持つ が
， それ以外

は絶対値 0．1℃ 未満で あ り，ti　Tm　a。

〔22 ）は す べ て 0．1℃ 未

満で あ る （全 国平均 の 年 平均値 は そ れ ぞ れ O．06℃ と

0． 3°C ）．

　第 5 図 は
一

致率 の 季節変 化 を示 し た も の で あ る．

Tm 【n
（09 ）の

一
致 率 は全 圏平 均 の 年平 均 値 で 58．7％，

Tmi。｛2z ）
の
一
致率 も70．7％ に とどまる．言い 替え る と，

わ ず か 2 時間 の 日界 の 違 い で 4 日 に 1 目 は Tmm （° °）と

異 な る観測値に な る．一
致率 の 年変化形 は偏差の 場合

と は 違 っ て，夏 に 高 く冬 に 低 い 1 山形 で あ り，冬 の

Tmi。（°9｝の
一

致率 は北 日本や 南西諸島で は 50％以下 で

あ る．
一一

方 Tmax（D9 〕
と Tm。x

（2！）
の
一致率は高 く，全 国平

均 の 年平均値 は そ れ ぞ れ 83．7％ と 93．7％ で あ る．

　第 6 図 は IO　Tmi，［°9）と ATm ＋。
c22）値 （統計値 で は な く

日々 の値）の階級別発現率 を，全国平均 で 季節別 に 示

した もの で あ る．iO　Tm　i。
＝ 0の 発現率 は

一
致率 に 他な

ら な い ．図 に よ る と，ti　Tminの 分布は 正 の 側 に 偏 っ て い ．

22
“

天気
”
46．12、
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第 6 図 』 71。1評 9）
とti　Tmi。（

22 ）
の 階級別 ヒ ス ト グ ラ

　　　 ム （全 国平 均 ，季 節別 ）．縦軸 の
“
0
”

は

　　　 」丁磊O （Tm［。

coo）
と
一致 〉を，

“

0− 1
”

は

　　　　0 〈 ∠1T ≦ 1 ℃ を，
“− 1 − 0

”
は   〉

　 　 　 ∠iT ≧
− 1℃ を表 す．
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第 7図

06 　 12 　 t8 　 0000 　 06　 12　 18　 00
　 　 　 　 　 　 JST　　 　　 　　 　 　　 　　JST

Tmin（no ｝
， 7

”
． in

（Og ｝，
’
f
’
”lin

｛2U ）
の 起 時の 頻度分

布（全国 平 均，冬 と 夏）．1
’
mi ，iCO9 ）と 7謡 幽

の 塗 りつ ぶ した記 号 は前 日 を表 す，縦の

点線 は 09時 と22時 を示 す．

る が ，冬 は他 の 季節 に 比 べ て 正 負 の 偏 りが 少な く，特

に 」端 1。
〔°9）は そ う で あ る．冬 に

一
致 率 が 低 い 割 に

ZITm ］．
（09 ｝が 小 さ い の は，正負の偏差が 比較的均等に現

れ る か ら で あ る．

　最後に，Tmi
。

｛OD），　 Tmi。 ［09），　 Tml．

［22）
それぞ れ の 起時 （発

現時刻）の 頻度分布を，全国平均で 冬 （12〜 2 月） と

夏 （6〜 8 月） に つ い て 第 7 図 に 示す． 1 つ の 1．　1　Y“期

間中 に 同じ T，， in値が 2 回以 上 あ っ た 場合 に は，そ の 最

初 の 時刻 と最後 の 時刻 をそれ ぞ れ 0．5回 と数 えて あ る．

起時は当然な が ら明 け方に多い が ，00時目界 と22時日

界 の 終点 （当 日24時 と22時） に 現 れ る 頻度 が 15〜20％

あ り ， 冬 に は 09時 日界 の 始点 （前 日09時〉 に 現 れ る 頻

度も 15％を超え て い る．こ うした 「日界時刻 の T． i。」

の ほとん どは，日変化 よ りも総観的要因 に よ る日々 の

気温変化 が ま さ り，そ の 途 中 に H界 が か か っ た ときに

起 こ る も の で あ っ て ， 他の 日界 に よ る Tmi
。値 と は

一
致

しな い こ と が 多 い ．第 2 図 に 示 した の は そ の 例 で ある．

　 oKanto 　　＋Hokuriku．官 ．　Tokai　　
−一一Inland　　→← Mou 冂旄竃in

l嚇塾盛11iil盤
　 　 　 JFMAMJJASOND 　　 　　　 jFMAMJJASOND

　 第 8 図 　東 日本 内 の 5 地 域 に お け る di　Tmin〔°9♪と
　　　　 47卍1rl

幽
の 季節変化．

　 5．偏差 の 地域特性

　 図示 の 対象 と して ，地形 の 起伏が激 し く地域的 な気

候差 の 目立 つ 東 日本を取 り上 げ る．ま ず沿岸 と内陸，

太平洋側 と日本海側 と い っ たマ ク ロ な地域特性 を見 る

ため ， 伊豆諸島を除 く219地点を次 の 5 つ に分けた（「山

岳 」以外 の 4 地域 は 海抜 800m 未満 の 地点 が 対象 ；後

出の第 9図 c 参照）．

　 ・関東 （茨城 ・栃木 ・群馬 ・埼 玉 ・千葉 ・東京 ・神

　　奈丿il，　69地点、）

　 ・北陸 （新潟 ・富山 ・石川 。福井，55地点）

　 ・東海 （静 岡 ・愛知，28地点）

　 ・内陸 （長野 ・山梨 ・岐阜，48地 点）

　 ・山岳 （海抜 8〔）O　m 以 上 ，19地点）

　第 8 図 は 各地域 の 」鑑 i。
側 とATm1 。

（zz ｝の季節変化を

示 す ．第 4 図 の 場 合 と 同様，ZI　T翫　f　，
COg），．｛1

’Tmin｛22 ］と もに

春 と秋に偏差が大 きい 2 山形 の季節変化を し ， あ ま り

著 し い 地域差は見ら れ な い が ，山岳 で は晩秋〜春を中

心 と して ATmln（°9｝の 値が 大 き い ．ま た ．di　Tmt。

（22 ｝は 冬
〜

春 に 内陸
。
山岳で 大 き く北陸 で 小 さ い

　次 に 地点 ご との 違 い を見るた め，第 9 図 a
，
b に 柬 H

本 を含む本州中部に つ い て春 （3〜 5 月）の A 　Tm　ta
（°9 ｝と

ZI　Tm　1。
〔2M

の 分布 を 示す．　 tiTmi
。

｛° 9）値が 大 き い 地点 の 多

くは 内陸 に あ る が ，内陸域 で もdi　T．
　i。

｛° 9）値の 小 さ い と

こ ろ が あり，地点ご との ば ら つ きが 目立つ ．第 4 図や

第 8 図 の 結果 と合わせ る と，dTmi。

〔°9，に 1は マ ク ロ な地

域羔は あ ま り な い （南西諸島で 値が 小 さ い こ と を除 い

て ） が，細 か い ス ケ ール の 変動 が 顕著で あ る こ とが 分

か る．第 9 図 a で は見に くい が，47 温
醐 値が大 き い の

は標 高 の 高 い 場所 や 山麓 あ る い は 浅 い 盆地 内 の 地点 が

多い の に対 し ， 値の 小 さ い 場所は概 して 深 い 盆地 （例

え ぼ甲府盆地や 伊那盆地 ）の 中に ある．こ れ は他 の 地

域 に つ い て も同様 で あ り，次 に 示 すよう に （第 1表）

地点 に よ っ て は冬を中心 と して ZI　Tmi。

（°”）が負偏差 に な

る と こ ろ も あ る．、47謡 四 に つ い て は ， 内陸 域 で 値 の 大

き い 傾 向 は あ る が ，細 か い ス ケ ー
ル の 地 域 差 は

∠ITml。〔n9 ｝

ほ ど著 し くは な い ．
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　 00 、4°C　　ロ 0．80C　　口 1，20G

　　　　　　疑鍵

靉 爨
　　　　　 〔a ）邸 鼎

囗0，20C 　　□ 0．4 °G　　〔］0．6°C

　　、岬 　　謂 囗

撫i纛 鏃

鷺
ロ

凧
溜

第 9 図 本 州 中 部 に お け る （a） ATml。（°9）
の 分 布 （3〜 5月 ），

域区分．（a ） （b） は ［」の 1 辺 の 長 さ が 47 』【。 に 比例 す る よ う に 描 い て あ り， lzir　Tmi．⊂° 9｝t〈 0．4℃ お よ び

ldT、。in （’2｝1＜ 〔］．2℃ の 地点 を ＋ で 示 す．斜線 は 濃 さ の 順 に 海抜600m 以 上 と 1200m 以上 の 領域 を 表す，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 oKanto

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ Hokur ］ku

爨黷鑓
（b）△丁詬言

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）

　　 　　 〔b）ZiTml。（22 ）の 分 布 （同），（c ）第 8 図 に お け る 地

　資料を利用す る 立場か らす る と，ti　Tm　in の 値が最大

で どれ ぐらい に なるか ，特 に気象官署 で はどうで ある

か に 興味が持た れ る．第 1表は ， ZT ． ［ncoy
）とti　Tm　1。

（22｝の

年平均値 と 月別 平均値 そ れ ぞ れ の 正 偏差 の 大 き い 地 点

を上位 5位 ま で ， ア メ ダ ス 地点す べ て を対 象 に した場

合 と気象官署 だ けを対象 に し た 場合 と に 分 けて 示 す．

zlTmm 〔°9，の 月別平均値 に つ い て は，負偏差 の 大 きい 地

点を併せ て 示 し て あ る （tl 　Tmi。 E22）は 6地点で 月別平均

値が負に な る が ， そ の絶対値 は最大 0．03℃ に 過 ぎ な

い ）．

　衷 に よ れ ば ，
ATmi

。

（°9）の 正 偏 差 は 年平 均値 で 最大

1℃ 近 く に な る．月別平均値で は最大1．4℃ に達 し， 季

節 は秋 が 多 い ．ア メ ダス 地点 の うち で 正 偏差 が 大 き い

の は 主 に北 日本の 内陸地点 で あ る．西 日本 に は上位 5

位 まで に は い る地点は な い が ，年平均値で O．6℃ ，月別

平均値で は 1℃ を超 え る とこ ろが ある．一
方，気象官

署で ∠7油   9｝が大 き い の は 主 に沿岸の 地点で あ る．こ

れ は ，一
面 で は 気象官署 が 沿岸 に 多 い こ と を反映 し，

また
一

面で は沿岸で もzl　Tm　T。
〔°9切 大 き い 地 点が存在す

る こ と を示 し て い る ．

　」7払m
闘 の 負偏差は 盆地 を中心 として 1〜 2 月 に 現

れ ，最大 で
一〇．4℃ に な る．第 1表 に 挙が っ た 地点の う

ち長浜 は沿岸 に あるが ，こ こ は肱川 あら し の 出 口 に 位

置 し（森 ・鎌 田，1994），内陸 の 夜間冷気 の 影響 を強 く

受 け る特性 が あ る．留萌 も同様で あ る．な お 長 浜 は 全

対 象地 点 中で me−一，　 ri　T．
　i。

ceg）
の 年平均値が 負で あ る

（
− 0．03CC）．

　ri　Tmi。

（22 ）の 正 偏 差 は ， 年平均 値 に つ い て は 最 大

0．3℃ ，月別平均値 は冬〜春 を中心 と して O．5℃ 近 くに

な る．値の大 き い 地点は 主 と して 内陸 に あ る．

　 6．偏差 と気候因子 との関係

　 Karl　et　al ．（1986） は，日最低 ・最高気温 の 日界依

存性に関し，時刻 に よ る気温変化 （以下 「口変化」） と

総観的 要 因 に よ る 日 々 の 気温変化 （以 下 「口々 変化」）

双方 との 関連 を指摘 した．もしH 々 変化 が なけれ ば，

規則的な 日変化が 毎日繰 り返 さ れ る の で， H 最低 ・最

高気温 は日界 に よらず同 じに なる．また，もし日変化

が な けれ ば 日々 変化に よ っ て ラ ン ダム な時刻 に最低 ・

最高気温 が 現れ，日界 に よる差 は長期間 の 平均 を とれ

ば 0 に な る （た だ し第 3 節後半の 「1．」で触れ た ， 対

象期間 の ず れ に 相 当 す る季 節変化 の 分 は 残 る ）．従 っ

て，統計 値に 差が現れ る の は，日変化 と日々 変化 の 両

方 が 存在 す る場合 で あ る．本節で は こ の 考察 に 基 づ き，

気温 の 日変化幅 ・日々 変化幅 とAT との 関係 を検 討す

る．

　 まず，日変化幅 ・日々 変化幅 の 指標 と して どの よう

な量 を使 えば良 い か を，第 2図 に 示 した例を見なが ら

考 え て み る．日界 に よ っ て Tml。 の 観 測値 が 異 な る の

は，a の例で は 前 日よ りも強 い 冷 え込 み が起 こ っ た 日

で あ り，b の 例 で は そ の 逆 で あ る．こ れ ら は 口々 変化 に

他 な らず，こ うした 目々 の 変動 が大 きい 地 点ほ どrfT

は大 き い だ ろ う．そ こ で ，夜閲 の 気温変動幅の 指標 と

し て，G3時 の 気温 の 前 口差 を 2乗平均 した もの の 平方

根 （以
一
ド cr

｛°3）
） を取 り上げる．

　 また ，a や b の よ う な 事例 は 強 い 冷 え 込 み の 起 こ り

や す い 地点ほ ど頻繁に 現 れ ，観測値の差 も大 き く な る

だ ろ う，こ れ が ，日変化 の 寄与 に 他な らな い ．そ の 際，

a の よ うな こ と （Tmi．

（°9 ）＞ Tm
、nC

°°））カ〉
’
多い か b の ク

ー一

ス （7缶1n

（09 ）〈 7諞m
（oo ）bf多い か は 00時 と09時の気温蓋

に 関係 し，も し09時 の 気温 の ほ うが 00時 よ りも高 い 傾

24 “

天 気
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第 1表 A 　T温1。［°9） の 正偏差 ・負偏差お よ び ti　Tm 【、、cz2 ］
の 正 偏差 の 上位 5 位地点 （ア メ ダス と気象官署）．

い て は 各地点の 最大月 の み を掲載 した．カ ッ コ 内 は県 また は 支 庁名．
月 別値 に っ

一
47 温n

（鋤 の 正 偏 差 47 漏1。嚠 の 負偏 差

順 位 年平 均 値 （℃ ） 月別平 均値 （℃ ） 月別 平均値 （℃ ） 年平 均で

ア メ ダス ア メ ダ ス ア メ ダス

ユ 0，95 薮 川 （岩 手） 1，40 川 湯 （釧路 ） 1月
一

〇．44 本別 （十勝 ）2 月 0．31 陸別

20 ．92 川湯 （釧［路） 1，27 沼lri（宗 谷） 9 月 一
〇．38 長浜 （愛媛 ）2 月 0，30 開 田

30 ，86 六 厩 （岐阜） 1．24 薮∫［i（岩 手） 10月
…0．38 人 青 （熊本 ）2 月 O．29 六 厩

40 ．83 小 清水 （網走 ） 1．20 鵡 ∫［i （胆 振） 10月 一
〇．30 大洲 （愛媛 ）2 月  ．29 新和

50 ．81 門馬 （岩手 ） 1．17 黒松 内 （後 志）10月 一〇．25 足寄 （十勝 ）1 月   ．28 歌登

気象官 署 気象 官署 気象官署 u

10 ．65 雄 武 （網走） O．93 倶 知安 （後 志）1D月 一
〇．38 人 吉 （熊 本）2 月  ．24 高山

2 〔L61 軽 井沢 （長 野 ） o．93 函 館 （渡 島〉 lo月 一
〇．22飯 田 （長 野 ）1 月 〔，．23 旭川

30 ，58 輪 島 （石 川） O．92 軽 井沢 （長 野）4 月 一〇．／4 留萌 （留 萌）2 月   ，21 帯広

40 ，56 西 郷 （島根） D．92 西 郷 （島根） 4 月
一

〇．U 津山 （岡 山） 1月 0．21 釧「路

50 ．51 館 山 （千葉 ） 0．9工 輪島 （石 川） 11月
一

〇．10 日田 （大 分）12月 0．2工 松本

1 ）気象官署 の zl　TmmC22）
は，1939年以前 か ら観測 が 行わ れ て い る地点 だ け を対 象 に した．

∠7詁1。閻 の 正 偏差

　 　 　 　 　月別平均値 （℃ ）

0．49 占冠 （上 ∫rD　 2 月

0．49 朱鞠 内 （空知 ）2 月

0．48 歌登 （宗谷 ）　2 月

0．46 江丹別 （．ヒ川 ）3 月

0．45 芽室 （十勝 ）　 2 月

0．36 帯広 （十勝 ）　 ／月

0．35　鍔「［路 　　（劃「1路 ）　　1 月

0．34 旭 川 （上 JFi）　 2 月

0．33 豊岡 （兵庫 ）　 4 月

0．32 高 由 （1［皮阜 ）　 4 月

1．0o

．8

＿ 0．69

篝 0・4
旨
　 0．2o

．o
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姦
．
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（c ）
　 　 　 X ×
　 　 　 　 　 　 　 △

×　 ×
×

べ
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　 0123450123456 ア 　 051015202530

　　　　　TA79
−°°）

（
°C）　 　 　 　 　 　 　 9

〔，、｝〔
°C）　 　 　 　 　 　 囓

9’°°）
× ・

c°3〕
　（
°
（V ）

第】0図　tf7ili。〔°9♪と （a ） TJitC°9
−e°），（b） σ

〔°3｝お よ び，（c ） TdifC°9
−

°°）× σ
〔°3）の 散布図 （季節平均値）．

向 が あれ ば a の ケー
ス が 起 こ りやす くZI　Tmi。（09）

＞ D と

な る だ ろ うし，逆な らば b が多 くATm ［nCD9
）〈 0 とな る

だろ う．そ こ で 本解析 で は，日変化 の 指標 と して 09時

とOG時 の 気温差 の 統計値 （以下 T
，、fC

°9−°°）
）を取 り上げ

る．同様 に 考 え れ ば，ti　Tm　i。
（22 ｝に関し て は 22時 とGO時の

気 温差 が キ
ー

に な るが ， こ れ は夜 間冷却 の 緩急 に 関連

す る 景 で あ る か ら，そ の指標 と し て 15時 と03時 の 気温

差 （以下 T、 it　
15−°3）

）を使 う （実際 Tdif（15 −n3 ）
の 代 わ り

に22時 と00時 の 気温差 を使 っ て も本節 に 示す結果 はほ

と ん ど変わ ら な い ）．

　 第10図 は全国 を対象 に し て ATmi ，

（09）と （a ）Tdif（° 9 −° °）
，

（b） 6 ｛e3 ）お よ び （c ） 7醗
゜ 9−e°）× cr（

° 3｝ （い ず れ も季節平

均値）と の 分布 を 示 し た も の で あ る．T、 tf
〔° 9 −°e ）× crC

°a・）を

取 り上 げた の は，「日変化 と 日々 変化 の
一方で も 0 な ら

ぼA
’
T は 0 に な る 」 と い う本節胃頭 の 考察を念頭 に 置

い たか らで あ る，図が込 み 入 らな い よう， 全体の ユ割

の 地点だ けを （具体的 に は，ア メ ダス 地点の 並 び順 で

1番 目，11番 目
…821番 目の 地点を） プ ロ ッ トした．a

で は 季節 に よ っ て 分 布 に 系 統的 な ず れ が あ り，冬は

乃 f
ω 9 鋤 が 小 さ い 割 に 」τ。 i。

C° e）｝i大 き く，夏 は そ の 逆

で あ る．b で は，夏 に は 良 い 相関 が 見 られ る が，冬 は

cr｛
03 ）が 大 き い 割 に ti　Tm　tn

（09 ｝が 小 さ く相関は低 い ．一一方，

c に お い て は 分布 の 季節差 は 弱 く，上記 の よ うなずれ

は少な い ．第ll図 は ATmi
．

c22）と （a ）T，［f
〔15
−03）

， （b）σ
〔DSl

お よ び （C）η評
5’一゚3｝× σ

〔°3）との 散布図 で あ る，この 図

に っ い て も，第10図 で 見 た の と同様 の 特徴 が あ る．

　第 2 表 は 全 830地 点 を 対 象 に し て ， Zl　Tmi．

（° 9）
，

A7
’
． i。

C22） と各指標 と の 相関係数 を求め た もの で あ る．
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°C）　 　 　 　 　 　 　 σ

  （
°C）　 　 　 　 　 　 TSI，

5−°3）x σ
〔°3〕

（
°
（S）

　第11図　dTm
。 。

C22）と　（a ） T
。 ，、
Sl5 °3＞

， （b） ♂
°3 ）お よび （c） T』1，

〔15 ．°s ）× σ
c°3）

の 散布図 （季節平均値）．

こ こ で ，カ ッ コ 外の 数値は各地点 の 月別平均値を別 々

の 標本 と し て 扱 っ た 場合 で あ り（従 っ て 標本数 は830 ×

12蹠996〔，），その 意味で 空問変動 と季節変動の両方を反

映す る．カ ッ コ 内は年平均値を対象に し た計算結果 で

あ り （標 本 数 は 830），専 ら空 間 変 動 を 反 映 す る．

∠1　Tm　i．
〔09）は Tdlf〔09−OO）と ， ∠fTmin〔22 ）は Tdff（15−03 ｝と，と も

に 0．5以 上 の 正 相 関 が あ D，か つ ，σ
（°3）と も  ．5以上 の 正

相 関があ る，そして ，ri　Tmi。 ｛09）と Tdlf（og−oo｝× σ
側 ，お

よ び zl　Tm　1。
〔22 ♪と Tdlf〔15 −03 ｝× σ

（  3）と の 相 関 は と も に 0．8

以、E，年平均値に つ い て は0．9以上 に 達す る．こ れ は，

zi　Tmi。が TdLfや σ
｛° 3）で ほ ぼ決定さ れ る と言 っ て良 い ほ

どの高 い 値で あ る．そ こ で ，Tdifと σ
｛°3）の 季節変化 や地

域特性を以 下 に 示 し，tiT，，i。 と の 対応を考え て み る．

　 Tdif（°9”ee），　 Tdiios一e3）
お よ び σ

ce3）の 季節変化 を，第12

図 は 国内 4 地域 に つ い て，第／3図は東 口本を細分 した

5 地域 に つ い て 示す．Tとif
ω 9 −° °，は春〜秋 に 大 き く冬 に

小 さ く， 夏 に もやや小 さい ．T，［f
（15−°3｝は年変化が弱 い

が，南西諸島を除け ば春秋 に 大 き く夏冬 に 小 さ い 傾向

が あ る．cr（°3）は晩秋〜春 に 大 き く夏 に 小 さ い ．　Tdif（°g
．一゚

°）

の 冬 の 極小 は す べ て の 地域 に 共通 して お り， 日 の 出時

刻 が 遅 い た め夜 の 冷 え 込 み が 09時 ま で 残 る こ と に よ る

もの で あろう，その
一

方，冬 の T。 ，fC
°9−°°）

が 口本海側 で

特に 小 さ い （第 13図） こ と は ， そ れ が 晴天 弱風 日数 の

少 な さ に よ る 気温 日変化 の 弱 さ を も反映す る こ と を表

して い る．こ れは Tdifos−03｝が 北 日本や北陸 を中心 と し

て 冬 に 小 さ い 理 由で も あ ろ う．
一

方 ， 玲 1f
ω 9 −°° ）や

ハ i漕
一〇 3）が 夏に や や 小 さ い の は，夏 の 夜間冷却の 弱 さ

が か か わ っ て い る か も知 れ な い ．また 夏 は 総観 的変動

も弱 く， そ れ は 6（03 ）が小さ い こ と に現れ て い る．

第 2 表 tdl
’
mlnCOe

〕
お よ び Zi　Tmt。（22 ）

と 各要

　 　 　 素 （左 欄 ） との 相 関 係 数．カ ッ

　　　 コ 外 は月別平均値か ら，カ ッ コ

　　　 内 は 年 平 均 値 か ら計 算 した 値．

Tddf〔ひ9−°°〕

Trilf“ s−o：｝

σ
〔03 〕

T，］1f〔D9
−OO ）× σ

〔03 ）

71］if〔15
−D3 〕× σ

〔°3｝

　澀 勤巨。

（°9）
　 zlTmi 。

〔：2）

0．57　（0．84）　0．29　（0．54）
0．30　（  ．15）　0．67　（0，82）
0．58　（D．79）　0．7  　（0．75）
0．82　（  ．90）　0．57　（0．64）
0．55　（0．50）　0．88　（0．93）

　地域差 と い う点か ら 見 る と，南西 諸島 で は Tdifも

σ
圃 も小 さ い （第12図），また 第13図か ら ， 山岳で 春秋

を中心 と し て 7証 ゜9 −°° ｝が 大 き く冬を 中心 と し て σ
側

が 大 き い こ と や，内陸・山岳で は春〜秋に Tdlf（L5−° 3）が

や や大 き い こ とが読み取れ る．第14図 は本州中部 に お

け る．ヒ記 3 要素 の 分布 を春 （3 〜 5 月） に つ い て 示 し

た もの で あ る．Tdlf（°9 −ao｝に は細か い ス ケール の ば ら っ

き が 目立 ち，特 に 内陸域 に は 値 の 大 き い 地点 と小 さ い

地 点 と が 混 在 し て い る．［1　Tmi。｛°S ）の 場 合 と 同様 ，

Tdlf〈°9 −．°°）は 山麓 な ど で 値が 大 き く盆地 内で 小 さ い 傾

向 が あ る．こ の こ と は，夜間冷気 層 が 発達 しに くい 場

所 ほ ど朝 の 昇温が早 くて Tdif（09−oo）が大 き くな る，と い

う ふ う に 解釈 で き よ う．こ れ に 比 べ る と 7と評 5−° 3）や

σ
側

の ばらつ きは弱 く，第／3図 に 表れた内陸・山岳 と沿

岸 と の マ ク ロ な違 い が見 え る程度で あ る．

　 こ れ ら の 所 見 を第 4 〜 5 節 の 結 果 と 見比 べ る と，

ri　’1　’ml 。 の 季節変化 （第 4 ，8 図）に つ い て は，  ∠7瀛 働

が 冬 に 小 さ い の は Tdit（° 9−°n ）が 小 さ い た め で あ っ て，そ

の 主因は 目の 出時刻 の 遅さ に あ り，副因 と し て 気温 日
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第 13図　東 日本 内 の 5 地 域 に お け る 至静 ゜y−°°），
　 　　 7blfα 5 −°3）

お よ び σ
〔°a）の季節変 化．

02
°C 　　　□ 40C 　　　口 60C

第14図

　　　　　 勲 聯
．　　　 弛

　 （a ＞囓
馴

　 　 　 　 　 　 　 （b》澑
圃

　 　 　 　 　 　 　 （c ）　9
・°3・

本州中部 に お け る （a） T，、ft
°9−°° ｝t （b） 7とiC（

【5 −°3 〕
お よ び （c ＞cr（

°A ）
の 分布 （い ずれ も 3 〜5 月 ）．」 の 1 辺

の 長 さが Tdlfある い は σ
｛°”）

に 比例 す る，［Td］f
〔°9−° m

　l＜ 2℃ お よび1　T、、，
〔’5 −°：〕1く 4℃ の 地 点 を一H・で 示 す．

CO6口CO4口CO20

靉議纛
C12臼CO8口CO4

穐
弘鴇甑．

縷
難

　

穎

　

　
ロ
　／

日．
　．
泊

臼．

鑿
蕊．
〆

君
許
冒

　

所
押」

変化 の 弱 さ が働 い て い る ；  A7 壼me 。

（22 ｝が 冬 に やや小

さ い の は 主 と して 気温 ロ変化の 弱さ に よ る ； 
一

方，

ATmi
。

（°9 ＞や zfTml ．

（z2 ）が 夏 に 小 さ い の は総観的 な気温変

動 の 弱 さ が 主因，気温 日変化 の 弱 さが 副因 で あ る……

と 解釈で き る．地域特性 （第 4 ， 8 〜 9 図）に 関 して

は ，   南西諸島で は気温 の 日変化 も日々 変化 も弱 く，

それ が zd 　Tm　in の 小 さ さ に 反映 す る，  ti　Tmi．（° g｝
の ば ら

っ き は Tdif（09 −oo ）
の 差 に よ る と こ ろ が 大 き く，それは夜

間冷 気層 の 発 達度 の 違 い を反映 す る ；  A　Tm　1。

（22 ）が

内陸域で や や大 き い の は，7ら評 5『  が 大 きめで あ る こ

と を反映す る ；  山岳 で は冬 を中心 として σ
（°3）が他

地域 よ り も大 き く ，
こ れ もATmi 。

（° g）や ［1　Tmi。

（22 〕
を大 き

くす る 要因 に な る……と考 えられる，

　 7 ．経年変化率の 評価へ の影響

　気温 の 経年変化は，都市化 に よ る 昇温や地球規模 の

気候 変化 に 関連 し て 関心 が 高ま っ て お り， 最近 で は 日

最低 ・最高気温の変化に も興味が 向け られ て い る 〔例

え ば気象庁 ，1994 ；藤部 ，1997）．そ こ で ，気象官署資

料 を使 っ て 日最低 気温 の 経年変 化率 を計算す る 場合

に ，日界 の 影響 を 考慮す る か ど うか で ど の程度の差が

現れ るか を見積 もっ て み る．

　今，工898〜1997年の 100年問の Tmi。資料 を使 う場 合

を考 える．そ して，1953〜63年 の資料は09時 日界 ， 1939

年以前 は 22時 日界 に よ る値で あ り ， そ れ ぞ れ の 期間 に

毎年一
律 の 偏差 （zd 　Tmi。

醐
あ る い はzr　T

． T．
C22））が あ る も

の と仮定 す る．また，経年変化率は下記の最小 2乗条

件 に 基 づ く 1次 回帰で 計算す る もの とす る．

Σ（T （n ）
一了b− nT ）

z
→ 最∠卜

n
（1）

　 こ こで 7t は年 （n ＝ 1〜N ），　 T （n ）は その 年 （の あ

る 月 あ る い は あ る季節） の Tm ］． あ る い は Tm。。 で あ る．

T。 と 『
’
は （1） を 満 た す よ う に 決 め られ る べ き 最小 2

乗係数 で あ り，こ の うち
一
J「’が 経年変化率 を与 え る．

　 （1） を解 くと，

T ’＝一
6Σ （ノV − 2％ 十 1 ）T （n ）

N （N2 − 1）
（2）
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と な る （欠測年 は な い も の と す る）．も し ve1年 目か ら

n2 年目ま で
一

律 に AT の 偏差 が あ っ た とす る と，そ れ

に よ る T ’
の 偏差 MT ’

は

AT ・　… − 6（N − nl − n2 十 1）（晦 一
nl 十 1

　　　 N （N2 − 1）
）

π （・）

で あ る．こ こ に 前記 の 仮定 を当 て は め る と

∠ゴコ
［ 〆

＝ （0．14∠rTmin（09）− 1．46∠1Tmin｛22 ＞）／（100年）

（4＞

と な る．ATml．

c°9）の 係数 が 小 さ い の は，偏差期間 が 短

く，か つ 対象期間の 中ごろ （56〜66年 目） に あ るか ら

で あ る．

　第 1 表で 見た よ うに，ATmJn〔22）
は月 に よ っ て は 0．3℃

を超 え る 地点 が あ る．そ の 場 合に は AT ’
へ の 影響 は

0．4〜O．5℃ ／（100年）に 達す る．一方，zlTm　1。
｛° 9）に っ い

て は 仮 に 1℃ の 値が あ っ た と し て も，AT ’
へ の 影響 は

〔〕．14℃／（ユ00年）に過 ぎな い ．こ の よ うに ， 過去100年

間の 経年変化率に対 して は，09時 日界 よりも22時 日界

の ほ うが 大 きく影響 す る可能性が あ る．

　実例 と して，高山 と旭川 に お ける Tmi。 の 年平均値 の

経 年変化 を第 15図 に 示 す ，図 に は，第 3節の 手順 で 求

め た ri　T 、、i。
（eg》と zl　Tm　t。（22 〕

を 使 っ て 1939年 以 前 と

1953〜63年 の 資料を補正 した もの と補正 しない もの と

を示 し，それぞれ を使 っ て 求 め た 1次回帰直線を表示

し て あ る． 1次回帰に よ る経年変化率 は，下記 の 値 に

なる．

　　　　　　　　　高山　 　　旭川

無補正　　　　　　1．20　3．13℃ ／（／00年）

D9時 の み補正　　　1，163 ．08℃ ／（100年）

22時の み補正　　　］．563 ．47℃ ／（100年）

09，22時 と も補正 　1，523 ．42℃ ／（100年 ）

　 こ れ ら の 例 で は，補 正 の 有無 に よ る差 は約G．3℃ ／

（100年） で あ り，それ は主 と し て 22時目界の 影響に よ

る．

　以上 の よ うに ，これ ま で考慮の対象外だ っ た22時日

界 の 問題 が ，長期的 な気候変化 を評価す る場合 に は 無

視 で き な い こ と が分か る，

　 8 ．まとめ

　（1）09時日界に よ る 日最低気温 の 統計値 と0 時 日界

に よ る 値 と の 差 （A 　T．，。

c°9 ｝）は，全 国平均の年平 均値で

0，41DCで ある．dTmi。

（°9｝は春 と秋 に 大 き く，冬 と夏 に 小
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1900　　　　　　1960　　1990鷄
高山 と旭川 に お け る 年平均 Tminの 経年

　　　高 山 は 1899〜1997年，旭 1「「は

　 　　　　　 ○ は 日界 に よ る偏 差 を補

正 しな い 値，× は補1Eした値 を表 し，実線

と破線 は そ れ ぞ れ に基 づ く 1 次 回帰直線

を表 す．

さ い 傾 向が あ る ．空間分布 に お い て は，地形条件 に 対

応す る細か い ス ケ ール の ば らつ きが 目立 ち，月別平均

値 は 最 も大 き い 地点で 1．4℃ ，年平均値 も 1°C近 くに な

る
一

方，一部の 地点 で は 冬 を 中心 と し て 最大
一〇．4℃ の

負偏差が 現 れ る．

　 （2）22時 日界 に よ る 旨最低 気温 の 偏差 （ATmi 。

（2z ｝
）

は，従来は ご く小 さ い と さ れ て き たが，本解析 に よれ

ば全国平均 の 年平均 で 〔〕．17℃ の 値を持つ ．dT ，， T。
〈2z ）は

春 と秋に大 き く夏に小 さ く， 地域的に は内陸 で 大 きい

傾向が あ り，最大 で は 月別平均値で 0．4℃ ，年平均値で

O．3°C を超 え る．

　 （3）こ れ ら の偏差の 大 き さ は ， 気温 の 日変 化特性

（zlTmdn
（oe）

に つ い て は 00 時 と 09 時 の 気 温 差 ＝

Tdif（09 −oo ｝
， 」7温m

〔221は 15時 と03時 の 差 蕭τUf
〔L5−03）

）と，

夜間気温 の 日々 変化幅 （σω 3
りに 依存す る．」7湘 働 が

冬に小さ い の は Tdif〔°9
−

°°）が小 さい ためで あ り，そ の 主

因 は ［の 出時刻が 遅 い こ と に ある と考え ら れ る．また

zi　Tm　ii，
（°y）や 」7諭 幽 力榎 に 小 さ い の は，主 と し て 総 観

的な気温変動の弱さ に よ る．
一

方，zlTmi。

（°9）の 地域差 は

主 と して Tdif（°g−°D）の 差 に 対応 し，そ れ は 夜間冷気層 の

発達度の 違 い を反映す る と考 えられ る．

　 （4）日最高気温 の 偏差 （」端 。x

〔°9 ），　 zl　Tma．．　｛
22 ））は概 し

て 小 さ い ．

　 （5）過去 100年間 の 日最低気温 の 経年 変化率 を評 価

す る場 合 に は，LF　Tm　1。
（°M よ り もLlllhi． C22）a）ほ うが 影響

が 大 き く，地域 や 季節 に よ っ て は 0．4℃ ／（工OO年）程度

の 評価誤差を 生 じ得る．
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　Time 　of 　Observation　Bias　in　the　Climatological　Data

of 　Daily 　Minimum 　and 　Maximum 　Temperature 　in　Japan
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Abstract

　Observation　of 　daily　minimum 　and 　maximum 　temperature 　at　meteorological 　stations 　in亅apan 　is

currently 　made 　tbr　the 　24　hours　between　OOOO 　and 　2400　JST （Japan　Standard 　Time ）、whereas 　lt　was

made 　for　2200−2200　JST　 at　 many 　stations 　 until 　 1939，　and 　for　O900−0900　JST　as　to　minimum

temperature 　from 　I　953　to　l　963 ．In　order 　to　evaluate 　the 　bias　arising 　f沁 m 　diffbrent　observation 　Umes ，

hourly　data　 at　830　AMeDAS 　 statk 川 s　for　 l979−】997　 were 　analyzed ．　The 　results 　 are 　summarized 　as

follows： （D　 The 　O900−0900　minimum 　telnperature 　tellds　to　deviate　positively　from　the 　OOOO−2400

value ．　The 　bias　is　O．41DC　 on 　the　 annual 　 average 　 over 　the　 whole じ ountry ．（2）The 　2200 −2200

minimum 　temperature ，　which 　has　been　bclieved　to　bo　unbiased 　so　far，　has　also　some 　positive　bias．

The 　annual 　averagc 　bias　over 　the　whole 　country 　is　O ．17
°
C．（3） The 　bias　has　considerable 　seasonal

and 　 spatial　 differences　according 　to　 the　 dlumal　 and 　 synoptic 　 temperature 　 variations ．　 At　 some

sしations 　 and 　in　some 　seasolls，　the　bias　can 　exceed 　twice 　Qf 　the　average 　values 　mentioned 　above ．（4）
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The 　bias　of 　O900 −0900　and 　2200 −2200　maximum 　temperatures 　are 　generally　small ．

　 It　is　also　shown 　that 　the　2200・2200　bias　can 　be　more 　serious 　than　thc　O900−．0900　bias　inevaluating

the　rising 　rate 　of 　minimum 　temperatur ¢ during　the　last　hundred　years，　with 　 a　 maximum 　possible

error 　of 　O．4℃ ／（100　years）．

教官 （岡山大学理 学部地球科学科）の 公募

　岡山大学理 学部地球科学科で は ， 下記の要領で 助教

授 を公募 します．

　 　　　　　　　　　　 記

1．職名 ・人員 ：助教授　 ／名

2 ．専門分野 ：第 三 紀以 降 の 新 し い 地学現象 を扱 う研

　　　　　　　究分野 （例え ば地震地質学 ， 有機地球

　　　　　　　化学，衛星地球情報学な ど）

　　　　　　　野外地質調査 の 学生指導が で き る方が

　 　　　　　　望 ま し い

3 ．年　齢 ：45歳 く ら い まで の 方 を希望 し ま す ．

4 ．所属 ・担 当 ：岡山大学理学部地球科学科地球惑星

　　科学講座 に 所属し，教養教育 ，専 門教育課程 ，大

　　学院 自然科学研究科博士 前期課程 ・後期課程の教

　 　育を担 当 して い ただ きます．

5 ．着任時期 ：決定後で き る だ け早 い 時期

6 ．応募書類

　 　 （1）履歴書

　　（2＞今ま で の研究概要 （2，000字以 内）

　　（3＞研究業績目録 （原著論文 ・著書 ・総説等 に 分

　　　　け ， 原著論文は 査読の有無 を明示 して くだ さ

　　　　 い ．）

　　 （4）主 な 原著論文 の 別刷 り10編程度 （複写可）

　　（5）今後 の 教育研究の計画
・抱負 （1，000字程度）

　　（6）応募者 に つ い て 意 見を伺 え る 方 2 名 の 氏名 と

　　　　連絡先 （住所，竃話番号等）

7 ．応募締め切 り ：平成12年 1月31日 （月）（必着）

8 ．問い 合わ せ ・書類の 送付先

　　（封筒に 「助教授公募書類在中」 と朱書 し ， 簡易書

　　留 で 下記宛 て に 送付 して くだ さ い ．）

　　〒 700−8530　岡山市津島中3−1−1

　　　　　　　岡山大学理学部地球科 学科　塚本　修

　　　　　　　電話 ：086−2518505 （直通）

　　　　　　　FAX ：086．−251．7895 （学科事務室）

　　　　　　　email ：tsuka ＠ cc ．okayama −
u．ac ．jp

付記 ：

理学部地球科学科 の 講座 と 現員等 に っ い て は 岡山大学

理学部地球科学科の ホ ーム ペ ージ

（http：／／www ．desc．okayama −u ．ac ．jp）を ご覧下 さ い ．
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