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　 こ れ まで 長年 に わた っ て 歴史気候学研究 を推進 し，

こ の 分野 に 関す る多 くの 著作 を刊行 し て い る著者 の 最

新作 で あ る．関連 す る 近年の著作 と して は，2GO6年に

刊行 の 「歴史 に 気候 を 読 む 」 が あ る （「天気」53巻 1 

月号 に 評者が書評 を掲載）．前著 に つ い て著者は本書

第 1 章 に お い て ，「古代 か ら 現代 ま で の 歴史的 な事件

や現象な どか ら比較的よ く読み取れ る事例 に つ い て気

候 との 関連を述 べ た ．」 と 述 べ ，本書 に つ い て は
，

「今

回 は
， 古代に焦点を あ て て 述べ るが

，
た だ 時代を細 か

くしただけで はない ．」 と述 べ て い る．

　著者は
， 本書第 10章 に お い て，歴 史気候 学 の 目的 に

つ い て ，以下 の よ うに 述 べ て い る．

○ 「歴史 の 転換 に は必 ず 画 期 が み られ る．自然環境 に

　 注 R して 人間 の 歴史 を み て もやは り画期 が認 め られ

　 る．…農業生産 ・農耕技術
・水 問題 ・食糧 問題 ・政

　治経済体制 な どを通 じて 現れ る人間の 歴史に お け る

　画期 は，…気候 の 変化傾向の 画期 と は年代的に はず

　れ て い る．また，そ の 過程 も異な る．そ れ を解明す

　 る の が著者の 最終 の 目標 で ある．」

○ 「最近特 に こ の 10年来，環境史ある い は環境歴史学

　の 必要性が 指摘 さ れ，地方史研究 に お い て 人 び との

　生 活 す る 空間 ・環境を 具体的に 明 ら か に す る 必要性

　が 論じ られ て い る．こ の 視 点 に 立 つ 研究 へ の 貢献 も

　本書の 目標 の
一

っ で あ る．」

た め に 起る．こ れ が 地域 または局地的規模 に な る場

合，人間活動と の相互 作用 を 生 じ る．つ ま り，地域

ス ケ
ー

ル ・局地 ス ケ ール で 人間活動 との関係 を考察

し な ければな ら な い ，」

　 こ の ような目的意識 の もと，著者 は，本書 を まとめ

た 理由 と して，以下 の 5つ を挙 げ
， 特 に   が最 も大き

な理由 で あ る と述 べ て い る．

  歴史学の研究で は，史実の解明 ・解釈に際し て，気

　候条件 に ふ れ て い な い 場合が ほ と ん どで あ る．歴史

　的な 人 間の営み に気候が 影響 し な い とす る の は，理

　 解 しが た い ．

  過去 の 気候 の 変化 の 形，地域 的な広 が り，時代 的な

　特徴 が 解 明 さ れ つ つ あ り
，

日本 に つ い て もか な りの

　 事実 が 明 らか に な っ て きた．

  18世紀か ら20世紀前半の 寒冷な時代 （小氷期）は，

　古文書 ・古記録な ども多 く，研究が進 ん で い る が，

　 8〜10世紀をピーク とす る温暖な時代 に つ い て は研

　 究 が 進 ん で い な い ．

 
“
気候 と人ぴ と

”
の 問題 に対 し て，環境決定論で あ

　 る とい う単純 な 批判 が あ る ．し か し，両者 は複雑な

　関わ り方を し て お り，特に古代 に は 人間 の 生活 が 自

　然 に よ り深 く ・強 く依存 し て い た か ら
，

問題 は 扱 い

　 や す い の で は な い か．

  近年 の 地球温暖化 と古代の 温暖な時代は
，

そ の 原因

　や ， 現象その もの もまっ た く異 なる．しか し，温暖

　期 に お け る 気候 と人 び との 社会 の 動き や
，

生活感情

　 の 動 きな ど に は何 らか の 共通 点が あ る の で はな い

　か ．社会体制 へ の イ ン パ ク トや 人 間生活な ど の 予測

　 に
， 参考 に な る事象 が あ る の で は な か ろ うか ．

　既 に ，前著 に お い て 著者 は
，

気候 と人 間活動の 関係

に つ い て
， 以下 の よ うに 述 べ て い る．

○ 「人類文化 の 変遷が，気候条件の み で説明さ れ る も

　の で な い こ と は明 らか で あ る．しか し，歴 史時代の

　人類文化 の 変遷 に，気候条件が どの よ うな 影響 を与

　え た か を 知 る こ と は 必要 で あ る．人間が 社会生活 を

　営む場合，気候環境が 重要だ が ，そ の 環境条件 が 限

　界 に 近 い 地域 で は わず か の 条件の 変化が
， 非常に大

　きな意味をもっ 場合が し ば し ばあ る．」

O 「地球規模 で起る 気候変動 また は気候変化は，人間

　活動 と は無関係に地球が 天体の
一

つ として 存在 す る

　先ず，本書 の 目次 を示す．

第 1章　序章

第 2章 古代以前の 日本 の 姿

第 3章 古代日本の気候 と人 び と

第 4 章 東 ア ジ ア と の か か わ り

第 5章 東南ア ジ ア と の か か わ り

第 6章 南 ア ジ ア は どうだ っ たか

第 7章 古代 の 自然認識 と文化

第 8章 　東北地 方 の 人 び と の 動 き

第 9章 地域 ス ケー
ル で み た気候 と人び と

第 10章 　終章
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　本書で は対象を El本 と し て い る が，目次 か らも明ら

か なよう に ，著者は，対 象を 日本列島に 限定せ ず，広

くアジア に 目を向けて ，古代に お け る人間 と気候の関

係 を 論 じ て い る，

　第 1章で は，先 に述 べ た執筆の 背景 と 目的の他，歴

史気候学 に関す る最近 の諸外国に お け る研究動向，さ

らに歴史気候学の 基本 的な方法論 を述 べ て い る．第 2

章で は，古代 に 先行す る縄文弥生 時代の 気候 と人間 と

の か か わ りに つ い て ，「縄文 時代は 暖 か く，弥 生 時代

は寒か っ た．」， 「温暖な環境が よ く，寒冷な環境は 悪

い ．」 と い よ うな き わ め て 単純な発想 を反省 し，「人間

集団 が，新 しい 気候条件下に新 し い 時代を切 り開 い た

…切 り開く こ とが で き た…と考 え る べ き で あ ろ う．」

と述 べ て い る．例えば，稲作の 北上 に つ い て，気候の

温暖化 ・寒冷化と イ ネ の 生成の 温度条件を直結す る の

で はな く，海岸線の移動 （海進 ・海退） と の 関係 も考

慮す る必要があ る と述 べ て い る，第 3 章は本書の中核

をな す部分で あ り， 3 〜10世紀の 日本に お け る 気候 と

人間 の か か わ りに つ い て ，近年の 多 くの 研究成果，例

え ば
， 屋久杉の年輪の 炭素同位体比 か ら明 らか とな っ

た約 2000年の気温変化等 を も と に，多 くの 課題 （3
〜 4世紀の 日中関係，ヤ マ ト朝廷 の勢力範囲，遣唐使

等 々 ） に つ い て検討が行われ て い る，さ ら に，古代の

大土木工事 と気候 ・自然環境問題 の 関係 を論 じて 興味

深 い ．また，「古代」 の 時代 区分 が ，日本 と 西洋 と で

は 異 な る こ と か ら生 じ る名称の問題 に つ い て も注意 を

喚起 して い る．第 4 章 は中国並 び に 朝鮮半島 に お ける

気候変動 と人び と との か か わ り方に つ い て，上海 に お

け る 自然災害 と太陽黒点数 の 関係，中国人 の 自然観や

占風術，渤海国 と 日本 の 交流等々 の 話題 を述 べ て い

る．第 5章で は東南ア ジ ア の 気候変動 と人 び と と の か

か わ りを述 べ て い る．前著で もイ ン ドネ シ ア や カ ン ボ

デ ィ ア に つ い て紹介して い た が ，本書 で は よ り詳細 に

述 べ て お り，特 に，ア ン コ
ー

ル 朝 の 盛衰 と気候変 動

（水利） の 関連性は 興味深 い ．ア ン コ ー
ル 文明 に つ い

て
， 「ア ン コ ール 文明が成熟 し，四 方 に拡大す る に つ

れ て，給水管理 シ ス テ ム が ますます複雑 に な っ た ．長

年の あ い だ に シ ス テム が 高度化 し過ぎ， あま りに巨大

で，い つ まで た っ て も完全 に 整備 で きな くな り，モ ン

ス
ー

ン 季 の 激 しい 洪水や干 ば つ に対 応 し き れな くな っ

た 」 とい う見解 を紹介 して い る．今 日 の 世 界 か ら見

て も非常 に 参考 と な る 考 え で あ る．第 6章は こ れ ま で

あ まり触れ る こ と の 少な か っ たイ ン ド，ス リラ ン カ，

北 ア フ リカ の 気候変動 に つ い て 述 べ て い る．第 7 章 で

は，古代日本人 の季節感，古代の 気候地名，風神 ・雷

神，沙漠認識等 々 に つ い て 述べ て い る．気候地名 に お

ける韓国地名 と の関連な ど興味深い ．ま た，沙漠や乾

燥 ・半乾燥地域 を全 く知 らなか っ た 日本人 が ，精神 的

沙漠認識 ， 潜在的沙 漠認識 を ど の よ う に行 っ て き た

か ，興味深 い 話題 で あ る．第 8 章 で は特 に 東北地 方 に

焦点 を当 て て ，気温変動 と古代の 社会構造 との 関係を

述 べ て い る．第 9章で は神話 と気候条件 の 関係，古風

土記 の 時代 に お け る気候 の 認識 ・記述 （播磨の 国や 出

雲の 国に お け る 小気候分布等），伊勢神宮 と風 の か か

わ り，さ ら に ヤ マ ト政権 と出雲 ・伊勢 の 気候 条件の対

比等 を論 じて い る．第IO章で は，先に も述 べ たよ うに

歴史気候学 の 目的 ・目標 に 関す る著者 の 見解を述べ て

い る．

　全体 を読 ん で 感 じ る こ と は ，前著 と比 較し て ，よ り

学術的な面が前面に出て お り
，

そ の意味で は，古代の

広域 ア ジ アをタ
ー

ゲ ッ トと し た 歴史気候学の総合報告

と言え る．歴史気候学の個別の課題 に つ い て調べ る際

の，手引 き として 最適で あ るばか りで な く，地球温暖

化問題 に お け る地域気候に対す る 影響把 握や 古気候の

研究に 際 して も参考 とな ろう．

　　　　　　　　　（（財）日本気象協会 　藤谷 徳之 助 ）
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