
Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

海外だ よ り

ブ ラ ジ ル か らの 手紙

（2） SACZ の 下で 暮 らし て み れ ば
＊

松　山 洋
＊ ＊

　 1．は じ め に

　 日本 の 皆 さん，お 元気 で す か ？

　ブ ラ ジル に来て あ っ とい う間に 1年が経ち ま した ．

こ の 間 に や っ た こ ととい えば， こ ちらで の 研究 に 必要

な データ の 所在の確認 と品質管理 ，お よ び関連す る研

究 の レ ビ ュ
ーだけで あ り，月日が経つ こ との 早 さをあ

ら た め て感 じ て い ます ．

　本業を棚 に あげて 「海外だよ り」を書 くの は本未転

倒な の で す が，今回 は こ の 1年間で 面白い と思 っ た 自

然現象を中心 に綴 っ て み た い と思 い ま す．な お ， 前報

（松山 ， 1999） も合わ せ て御覧 い た だ ければ幸 い です．

　 2 ．SACZ と は ？

　副題 の SACZ †と は，私 が 住 ん で い る ブ ラ ジ ル 南東部

を含む広 い 地域 に 降水 をもたらす，南大西洋収束帯 の

こ とで す．SACZ は梅 雨前線帯 ・南太平洋収束帯と 並

ぶ 亜熱帯収束帯の 1 つ で あ り， こ れ らの 大規模 場 に見

られ る共通性が Kodama （1992；1993）に よっ て 明ら

か に さ れ て い ま す．

　こ こ で は まず，SACZ の季節変化に つ い て 見て み ま

し ょ う．第 ユ 図 は，公 開 さ れ て い る Xie　 and 　 Arkin

（1997）の データ を用い て ， 1979〜1998年の ア マ ゾ ン の

雨季 （12〜 2 月） と乾季 （6 〜 8 月） に お け る 中南米

の 降水量分布を 示 し た も の で す．雨季 （第 1図 a ）に は ，

ア マ ゾン か ら大西洋 に か けて 降水量 の 多 い 地域 が帯状

に存在 し ま す．こ れ が SACZ で す．一方，乾季 （第 1

図 b）に は SACZ は見 られず，多降水域 は赤道以北に
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限 られ ま す ．

　私 が 通 っ て い る CPTEC か ら約500　m 離れ た と こ ろ

に あ る気象観測施設 （COMA ）の デ ータ に は，．ヒ述 し

た特徴が よ く表れ て い ます （第 2 図）．私は ， 東京と そ

の 周辺 で しか暮 ら した こ とが な い の で ，1999年 の 理科

年表を用 い て 東京管区気象台 （以下 ， 東京）の デー
タ

を一緒 に プ ロ ッ トした と こ ろ ，位相 は半年ず れ る もの

の ， 雨季 ・乾季の降水量 が 定量的に もよ く合 う こ と に

びっ くりしました（第 2 図）．ただ し，東京 の 場合梅雨

明 け に 伴 い
， 暖候期の 降水量 の ピーク が 梅雨 期 と 秋

霖 ・台風期 の 二 山型 に な っ て い る と こ ろ が違 い ます．

　 と こ ろ で ， 児 玉 （1996）で も述べ られ て い る よ うに ，

ブ ラ ジ ル で は SACZ が豪雨災害 を引 き起 こ し ま す．

1998〜1999年の 雨季 に も SACZ は大暴 れ し て ，1999年

3月 に は，高速道路が浸水 した り路肩が崩壊 し た り し

ま した ．そ の
一

方，農業の 立場か ら は降 る 時 に 降っ て

もらわな い と困ります．第 3 図は ， 私が住む サ ンパ ウ

ロ 州 に お け る，1999年 4 月15〜18日の 土壌 の 水収支 を

示 して い ます，土壌水分量 の多少に よ っ て ， 農業に適

して い る か ？　 潅漑が 必 要か ？　 とい っ た 4段階 で 各

地 の状態が図示 さ れ て お り ， そ れ ま で乾燥気味だ っ た

の が ，こ の 頃 に 降 っ た雨 で
一息つ い た こ とが示 され て

い ま す．た だ し，サ ン パ ウ ロ 州北部で は半月以 上 も降

水 が な く，こ の 当時な お 危機的状況が続 い て い ました．

　CPTEC で は毎月中旬 に 「先月 の 天 候 に 関す る 談話

会」が 催 され ます， こ こ で 述 べ た ように SACZ は 人 々

の 生活に 大 きな影響 を与 え る の で ，CPTEC の 雨季 の

数値予報 で SACZ が再現さ れ た か どうか も ， 談話会で

熱 く議論 さ れ ま す．

3．サ ン パ ウ ロ に は 1 日の 中に 四 季がある ？

ブ ラ ジ ル に 来 る前 に 読 ん だ 本 （サ ン パ ウ ロ ／リオ デ

†一
般的で な い 略語 は 文末 に ま と め ま し た ．
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（a）DJF （CMAP ，
1979 −1998） （b）JJA （CMAP ，

　i　979−1998）

10’N

0
°

10°S

20’S

30
°
S

80
’
W70

’
W 　60

層
W 　 50

’
W 　40

°
W 80

’
W70

°
W 　 60

°
W 　50

°
W 　40

°
W

10
’
N

0
’

10
’
S

20
’
S

30
’
S

第 1図　中南米 に お け る1979〜1998年の 降水 量 分 布図．公 開 され て い る Xie　and 　Arkin（1997）の データ （1999
　　　 年 3 月取得） を も と に 筆者作成 （a ）12〜2 月，（b） 6 〜8 月 の 平均値．等値線間隔 は 1DO　mm ！

　　　 month で，200　mm ！month 以 上 を ハ ッ チ し た．星 印で 示 し た の は COMA の お お よ そ の 位置 で あ る．
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第 2 図 COMA と東京管区気象台 （以 下，東京）

　　　　に お け る降 水 量 と相 対 湿 度 の 季 節 変化 ．
　　　 COMA （東京）の 降水量 は黒 色 （白色 ）

　　　　の 棒 グ ラ フ ，相対湿度 は実線 （点線〉 で

　　　　そ れ ぞ れ 示 す ．統計期 間 は COMA が

　　　　1975 〜1989 年 の 15 年 間 ，東 京 が

　 　 　 　1961〜1990年 の 30年 間 で あ る．

第 3図 　 サ ン パ ウ ロ 州 に お け る 土 壌の 水収支 を伝

　　　　え る新聞記事．トラ ク ターの 形 を した 図

　　　　の 凡例 は，色 が 濃 くな る に つ れ て 水 不 足

　　　　が よ り 深刻 で あ る こ と を 示 し て い る．
　　　　1999年 4 月20日付 Folha 　de　Sao 　Paulo

　　　 紙 よ り．

ジ ャ ネ イ ロ に 暮 らす編集委員会，1994） の 中 に 「サ ン

パ ウ ロ に は 1 日 の 中に 四季が あ る」と い うフ レ ーズが

あ り ま した．こ ち ら に 来 た ば か りの 1998年 11月 の 朝，

肌寒か っ た の で 上着を着て い き，そ の格好 で 昼食に 出

た ら暑 くて た ま ら な か っ た と い う こ と が あ り ま した ，

確か に 気温 の 日変化 は大 き く， こ こ で は実測 データを

用 い て 表題 に つ い て 検討し て み る こ とに し ま す．

　第 4 図 は，COMA と 東京 に お け る 日最高気温 ・日最

低気温・
日較差の 月平均値を示 して い ます ．COMA で

は 最高 ・最低気温 と も に 年較差 が 小 さ い こ とが 分 か り

ま す．ま た 日較差 も，東京が年間 を通 じて 8 ℃ 前後な

の に 対 し て ，COMA で は 雨季 に は 約 7 ℃ ，乾季 に は約

12℃ と，乾季 に 日較差 が大 きくな っ て い ます．

　 こ の よ うに ，最 も寒 い 7 月 に つ い て言え ば，COMA

の 気温 は東京 の 1 月 の 最高気温 と 8月 の 最低気温 の 間

を 目変化 し ま す ．で す か ら 「1 日 の 中に 四 季が あ る」

と い え な く もな い の で す が ，ち ょ っ と苦 し い か な と も
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第 4 図　COMA （a ）と東京管区気象台（b）に お け

　　　 る 日最 高 気 温 ・日最低 気 温 と 日較差 の 月

　　　 平 均値 の 季節変化．太 実線 は 最高気温，
　　　 点線 は 最低気温，細実線 は 日較差 を表 す．
　　　 統 計期 間 は，第 2 図 と同 じで あ る．

思 い ま す．も っ と も，自分 が 長 い 間住 んで い る とい う

理由だ け で ，緯度 や 標高が 異な る東京 と比較す る の は

ど う か，と い う 問題 も あ り ま す．何 と言 っ て も，い ま

暮 らして い る の は ほ ぼ南回帰線の真下なの で す か ら 1

　 日変化 が 大 き い と い う意味 で ，もう 1 つ 興味深 い 事

実があ ります．第 5 図は ， COMA の毎日の最高・最低

気温 の データを使わ せ て い ただけた 1996年 に っ い て，

夏日 と真夏口の数を 示 し た もの で す．同 じ年の東京 で

は 夏 日 ・真夏 日 と も暖候 期 に し か 生 じ ま せ ん が ，

COMA で は 1年を 通 じ て 夏 日が 出現 し，7 月で さえ 3

口に 1 回は最高気温 が 25℃以上 に な ります．ち なみ に

こ の 年の ブ ラ ジ ル で は ， 年間 を 通 じて 顕著 な高温や低

温 は 報告 さ れ て い ませ ん （小柴，1997），

　 そうい うわ け で ，こ ち ら で は 1年 を通 し て 日中は半

袖で 十分で す．また ， COMA で は年間を通 して 相対湿

度 が 60％以下 と 湿度 の 季節変化 も小 さ く（第 2 図），東

京の 夏の よ うに夜間の 屋 内で も蒸し暑 い とい う こ とは

　 30

聾20

萋1。

　 0

Ca｝tNPEiCOMA （22卩41卩19”S，45eOO’22’W ，5ア4　m ）

123456789101112
　 　 　 　 　 Month ｛Y θar昌1996 ）

　 　 　 （b）Tokyo （35e41
’N ，13gza6’E，5．3　m ｝

　 30

1・・

21

：
　 　 　 123456789101112
　 　 　 　 　 　 　 　 Month ｛Y θar冨1996 ｝

　第 5 図　COMA （a ）と東京管区気象台 （b）に お け

　　　　 る1996年 の 夏 円・真夏 日の 囗数，白色 （黒

　　　　 色〉 の 捧 グ ラ フ が 夏 日 （真夏 H ）の 目 数

　　　　 を示 す．

Tr叩 i  1＆ Summor 　O8y

あ り ま せ ん．ち な み に 1996年 の 熱帯夜 は東京 で は16H ，

COMA で は 0 日で した．冷房が必要な い の は あ りが た

く， 私は こ ち らの 気候 が気 に 入 っ て い ます．

　 4 ．Friagem と コ
ーヒー栽培

　 こ の よう に 書 い て くる と，冷え 込 む の は朝晩だ け と

い う 印象を与え そ うで すが ，コ ー トな しで い られ な い

日もあ る そ うで す．そ れ は南か ら （！）寒波が や っ て く

る時で，こ れ を ポ ル トガ ル 語 で friagem とい い ま す ．

　 Friagemの存在は ， 昔読ん だ 教科書 （鈴木，1975）

に 書か れ て い た の で ，ブ ラ ジ ル に 来 る前 か ら知識 と し

て は あ り ま し た ．最 近 で は 1994年 6 月 と 7 月 の

friagem （Marengo 召’説 ，1997a）が最後で ，「こ れ も

地球温暖化の 影響か ？」 と思 っ て い た とこ ろ，1999年
8 月 15日，5年 ぶ りに friagem は や っ て き た よ うで す

（他人 事の よ う な書き方を す る の は，私 は こ の 時期 ブ ラ

ジ ル に い な か っ たか らで す〉．新聞報道に よ れ ば，こ の

日 の サ ン パ ウ ロ 市 の 最低気温 は 5。4℃ と今年
一

番の 冷

え込 み で ，ブ ラ ジル 南部で は氷点下 に な っ て 雪 が 降 り

ま した ．ち な み に ，こ の 日は 子供た ち の 予防接種 の 日

だ っ た の で すが，寒波 の た め に 出席率が 悪 く期間が 延

長 さ れ た の は，さ す が ブ ラ ジ ル と い えます．

　ブ ラ ジ ル 特 産 の コ ーヒ ーは friagem に よ っ て 損害

を被 る こ とが多 く，農家の 中に は，ブ ラ ジ ル 南柬部や

南部 で の コ ー ヒ ー
栽培 を や め て ，北東部で の潅漑農業

に転 向 した方 もい ます （斎藤ほ か ， 1999），1994年 6 月
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24日の friagemは特に強烈だ っ た よ うで ， 1995〜1996

年産 の コ ー
ヒ
ー

の 収穫が半減 し，＝ ユ
ー

ヨ
ー

ク 市場 の

コ ーヒ ー価格が 高騰 し ま し た （Marengo 　et　aL ，1997

b）．Marengo 　6 ’祕 （1997b ＞で は，太平洋上 に あ っ た

寒冷な 高気圧 が ア ン デ ス 山脈の標高2，000m 以下 の と

こ ろ を乗 り越 えて 東側 に 侵入 して くる様子 や，高気圧

発達の メ カ ニ ズ ム
， 予報の た め の前兆現 象に も言及 し

て お り，さすがは CPTEC の 研究 で あ ると言え ます．

　そ れ に し て も，friagem を 生 で 体験で き な か っ た の

は残念 で した，また来年 とい うとこ ろ で し ょ うか．

　 5 ．冬の 霧 と交通マ ナー

　 こ ちらで 冬 に 特徴的な現象 と して もう 1 つ ，霧 の 発

生 が挙げ られ ま す ．

　朝 ，霧 が 出 る と，視界 は50〜100m ぐらい に な る こ と

が あ りま す．CPTEC に着 い て衛星 GOES の動画 を見

る と，朝 に 霧が出 る日は前 の 夜 か ら全 く雲 が な い か，

あ っ て も高層雲程度 の こ と が 多 い で す，さ ら に，

CPTEC が山 に 囲 まれ て い る こ とも霧が滞 留 しやす い

原因 の 1 つ な の で し ょ う．山本 （2000） に よ れ ば，日

本で も，陸上 で 人的被害を伴 う事故の発生 を伴 うよう

な 霧 は，季節 的 に は 冬季 に 集 中 し，総観気象的状況 と

して は移動性高気圧が多 い とい う こ とで す．こ の こ と

は CPTEC 周辺 の 場合に も あ て は ま りそ うで す．

　 と こ ろ が ， 視界が 悪 くて も ブ ラ ジ ル 人 の運転 は平常

時 と全 く変わ りませ ん．私 は毎日，ブ ラ ジ ル で
一

番 交

通事故が 多い と言われ る高速道路を 14　km ほ ど運転 し

て CPTEC に 通 っ て い ます が，霧 が 発 生 し て い る時

も，通常の 制限速度 （こ の付近で は乗用車110km ／h，

トラ ッ ク ・バ ス 90km ／h） す ら守 らな い 車が多 い の で

す．お ま け に ，点灯 し な い ど こ ろ か車幅灯 もっ けず に

走 る車 も多 く，車線変更時 は もち ろ ん の こ と，右 ・左

折時 に も方向指示器 を出 さ な い の が 当 た り前 と き て い

ま す．これ で は 交通事故が多 い の も もっ と もで す．

　話 を聞 く と，ブ ラ ジ ル 人 の 運転免許証 は取得 し て か

ら20年間有効 （私た ち外国人 は半年ご と に 更新 ！） と

の こ と で す．ま た，「こ れ ま で に 交通違反で捕 ま っ た時

も， 警察 に ワ イ ロ を渡して しの い だ こ とが 何 回 か あ る 」

とい う知人 も い た り し ま す ．こ う い っ た こ と も運転 マ

ナ ー
の 悪 さ に 拍車 をか けて い る の で し ょ う．

　残 り 1年間 ， 何があ っ て も交通事故に は遭 わ な い ／起

こ さ な い よ うに 気をつ けた い と思 い ます．

　 6．異常乾燥 と野火

　最後 に ，1999年 8 月 は ほ と ん ど 雨 が 降 らず，月末 に

な る と毎凵 の よ うに あ ち こ ち で 野火が 上 が る とい う こ

とが あ りま し た ．毎 日通 る高速道路 の す ぐ脇 で 放牧 を

し て い る こ とが 多い た め ， 私は 最初 ， 人為的に 火入 れ

をして い る の か と思 い ました が ，どうもそ うで はな さ

そ うで す．1999年 9 月 4 日の ニ ッ ケ イ新聞 （サ ン パ ウ

ロ 市 で 発行 して い る日本語 の 新聞 で あ り，日本経済新

聞で は あ り ま せ ん ） に よれ ば， 9 月 2 日 の サ ン パ ウ ロ

市の 湿度は 16％ （理想 は 40％） と い う猛烈な乾燥状態

で あ り，風速 が 弱 い こ と も あ っ て 大気汚染 が 深刻化 し

て い る こ とが述 べ ら れ て い ま した ．

　笑 っ て しま っ た の は，もう 1 つ の 邦字新聞 （サ ン パ

ウ ロ 新聞）に載 っ た 1999年 9月 7 日 の コ ラ ム で す ．「サ

ン パ ウ ロ は 異常乾燥 と な りサ ハ ラ 砂漠程度 の 湿度 しか

な い とい う．…（中略）…こ ん な時に タ バ コ の ポ イ捨て

は厳禁 だ、で も注意 した っ て 高額 の 罰金で も課 さな い

か ぎり守られ る こ と は な か ろ う．ま あブ ラ ジル 式に ，

雨が降 るまで 待 つ しか な い とい う こ とだ ろう．」そ の 後

は，こ こ で述べ られ て い る通 り の 展開 に な り ま し た．

9 月 9 日 と 1  日 に ち ょ っ と降っ た雨 の お か げ で ，
こ れ

以後，野火を見 る こ と は な くな りま し た ．

　 7 ，お わ りに

　同 じ1999年 8 月 に は ， 桜祭 りが 3 週間に わ た っ て 行

われ る と い う，花 の 命が 全然短 くな い 出来事も あ りま

した ．し か し ，
い い か げん本業の尻に火が 着き そ うな

の で ，こ こ ら へ ん で筆を置 きた い と思 い ま す，

　 こ の 1 年間 ， 日本か ら の お 客様 は ほ と ん ど い ら っ

しゃ らず，あ らため て 「日本 は遠い 」 と思 い ま した ．

しか し，東京と名古屋 か らサ ン パ ウ ロ ま で は 直行便 も

あ る の で す．乗 っ て しまえぱ，丸
一

日後 に は地球 の 裏

側 に い る と考 え れ ば，近 い もの で は あ P ませ ん か ！

　 と い うわ けで 引 き続 き，皆様 の ブ ラ ジル へ の お 越 し

を 心 か らお 待ち し て お り ま す．
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所蔵の もの を使 用 しました．CPTEC の J．　A ．　Maren −

go さ ん か ら は，最近の friagem事情を教え て い た だ き

ました．以上 の 皆様 に 感謝 した い と 思 い ます．

略語
一

覧 （和訳 は筆者に よる）

COMA ：Centro　de　ObservacC6es　e　Medidas　Atmos ・

　f6ricas（大気観測計量 セ ン ター）

CPTEC ：Centro　de　Previsgo　de　Tempo 　e　Estudos

　Climaticos （天気予報気候研究 セ ン ター）

GOES ：Geostationary　 Operational　 Environmental

　Satellite（静止気象衛星 GOES ）

INPE ：Institしlte 　 Nacional　 de　 Pesquisas　Espaciais

　（ブ ラ ジル 国立宇宙研究所）

SACZ ：South　Atlantic　Convergence　Zone （南大西洋

　収束帯）
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