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Summ趾y

　　Cold　winds　which　bring　cold　damage　to　the　northeastern　parts　of　Japan　are　generated　from　the

Okhotsk　sea　high・and　on　the　Pacific　coast　of　Tohoku　district　they　blow　in　as　easterly　winds　from　the

sea，are　accompanied　by　gloomy，wet　weather，and　are　called“Yamase　winds”．

　　To　clarify　the1ocal　characteristics　of　this　easterly　wihd　on　the　Pacific　coast　of　Northern　Japan，espe一

・i・11y・・…mi・gth・diff・・・…b・tw…H・kk・id…dT・h・k・di・t・i・t・，th・p・・…t・・th…，・・i㎎th．

w・・th・・d・t・・bt・i・・d・tK・・hi・・i・H・kk・id…d・tH・・hi・・h…dMiy・k・i・T．h．k．di．t．i．t，h。。。

…d・・t・d・t・ti・ti・・1…ly・i…　th・…g・・fwi・ddi…ti・…fthi・…t・・1ywi・d．tth・。。pl。。。。。。d

its　inf1uence　upon　the　air　temperature．

　　First・deviations　from　norma1of　the　daily　mean　air　temperature　from　June　to　August　of　the20years

1941．1945．1947＿1964are　classified　into　the16wind　directions　and　calm　on　the　basis　of　the　wind

b1owing　at14：00hrs．，and　the　occurrence　frequency　and　the　mean　of　air　temperature　deviation　are　ob．

t・i・・df・・th…idm・・th・i・th・20y・…（t・b1・・3・・d4，fig・…2・・d3）．F・・th・・，・・i㎎th・20－y。。。

sum　of　air　temperature　deviations（table4，figure4），the　winds　of　thethree　places　are　divided　into1ow

temperature　wind，high　temperature　wind　and　norma1year　wind（table5）．As　a　result，the　range　of1ow

temperature　wind　isl　genera11y　N＿SE　at　all　places，and　the　so＿ca11ed　name　of“easterly　wind”is　recog－

nized　to　be　adequate　from　the　viewpoint　of　wind　direction．At　Kushiro，the　temperature　deviation　due　to

wi・ddi…ti・・i・・m・1l・・th…tH・・hi・・h…dMiy・k・，・・diti・・h・…t・・i・ti・th．tth．t．mp。。。t。。。

of　most　frequent　wind　direction　is　normal．

　　Next，supposing’that　the　wind　were　to　blow　in　every　month　of　every　year　with　mean　va1ue　of　air

temperature　deviation　classified　by　wind　direction　obtained　in　figure3，tentative　calculation　is　made　as

to　how　much　deviation1（」σd）shou1d　be　given　to　the　month1y　mean　air　temperature，and　the　result　is

＊　本論文についての質疑応答担当老（Thepersonincharge　of　answeringthe　questions　about　this　paper）
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compared　with　the　real　monthly　mean　air　temperature　deviation（」σα）（figure6）．As　a　resu1t，it　is

known　that　the　high　frequency　of　low＿temperature　or　high＿temperature　wind　a1one　can　not　give　its　effect

of　more　than±0cC　to　the　month1y　mean　air　temperature．A　Study　by　Hanyu　and　Yamada（1955）has

recognized　the　effect　up　to　about±2oC　in　case　of　further　classification　by　weather．Accordingly，it　is

considered　that　low　temeratures1ower　than－3コC　which　bring　coo1summer　damage　seem　to　be　caused

by　the1ower　temperature　of　air　masses。
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　1．　はしがき

　北海道，東北地方では，春から秋への暖候期間；こ，数

年；二一度の割合で長期の低温が現われ，それによって農

作物1二冷害を受けてきた．近年，農業技術の進歩が著る

しく，氏温；こよる極端な減収は少なくなったが，昭和39

年の北海道の冷害にもみられるよう：こ，その恐威は減っ

ていたいし，将来増収技術の進歩によって収量レベルが

高くたっていっても，収量指数としての低温：こよる減収

1ま何時までも消えることはないであろう、

　暖候期の連続低温の原因はオホーツク海に中心を持つ

寒冷高気旺が停滞し，その高気圧から吹き出す冷風が北

日木を覆うためである．オホーツク海高気圧から吹き出

す風1よ東北地方では偏東風となって，太平洋沿岸かll〕内

陛へ流れこむ．青森，岩手両県ではこの偏東風をヤマセ

（山背風）と呼んでいる．

　ヤマセの気候的性質：こついては，八戸測候所の資料を

使った門脇呂〕および筆者ら12〕の統計的研究があるが，偏

東風が緯度：こよってどのような特徴の違いがあるか1こつ

いては明かでたい．本研究は北日本太平洋沿岸の偏東風

の地域性，特；二北海道と東北地方における違いを明か1こ

しようと企図した．ただし，今回は経費と解析時問の制

約のため，一部の解析に止めざるを得なかった．

　本研究は農業技術研究所気象科長三原義秋博士の御尽

力と国立防災科学技術セソターの御理解により採り上げ

られたミ。のであり，研究の実施：こ当っては東北農業試験

場長岩崎勝直氏，同栽培第二部長関塚清蔵博士から暖か

い激励を賜った．また資料の収集に当っては盛岡地方気

象台並び：こ気象協会岩手支部の御援助を頂き，膨大た資

料の整理計算は主として関村良蔵，西入京子，藤沢安子

の各氏が担当した．二れらの方々に深く感謝の意を表す

る．

　2．調査地点の選定と統計解析の方法

　　2．1調査地点の選定と概観

　経費と解析の時問的制約によって調査地点を3地点；こ

しぼり，北海道と東北地方の偏東風の特徴を比較するた

め北海道1地点，東北地方2地点を選ぶことにした．

　北海道太平洋沿岸の気象観測点のうち，親1棚の影響を

大きく受けるのは根室，釧路，浦河などであるが，穀倉

地帯の十勝平野；こ最も近い釧路を選定した．東北地方太

平洋沿岸の気象観測点としては，八戸，宮古，石巻・小

名浜がある．このうち．八戸は既に偏東風の解析が行な

われているので，本解析に都合が良い．また石巻は牡鹿

半島が東側に突出していて外洋からやや遠く，小名浜は

親潮の末端：こ近い．以上の点から東北地方としては八戸

官古を選んだ．

　これら3地点の地理的泣置を図一11二，また緯度，径

度，標高を表一1に示す．緯度の違いは約2’30’八戸と

宮古の違いは約1oである．

　各地の海岸線の位置から，各観測点；二おける海風の方

向と陛風の方向を区分すると表一21二示すように，八戸

宮古の海陸風の方向はほぼ等しく，海風はほぼN～SEの

範囲とたっている．釧路はSE～Wが海風，NW～ENE

が陛風の方向とたっており，海風の中心方位は八戸，宮

古と釧路でば約135cの違いがある．
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　表・一1調査地、点のに置
Location　of　meteorological　observation　points・

P］ace　）｛an1e

点

　　　　　　路
　　Kushiro

八　　　　　　戸
　工Jachinohe

宮　　　　　古
　　、Iiyako

　　官　　　　　　　　　　　一署

　　　　　0ffice　Name

　　釧路地方気象台　！L。・・lM・t・・ml・州Ob；・…t…■

　　八蒜、、t。票。、、、簑、所1

　　宮1宗、、、。翼」。、、、篶、所1

　　　表一2　調査地点1ニオ∫1ナる海雀風の方向

Directiona1ranges　of　the　land　and　sea　breezes．

P1日ce　Name

三11

　　Kushiro
．へ

　Hachinohe
宮
　　XIi｝・ako

σ

点

一台

戸

140’E

海鼠の方向
　　Sea　breeze

　　SE　川　W

　　N　　～　S

　　NNE－SE

睦「風の方．。一」

　Land　breezc

　ニベW　～ENE

　NW　川S

　N　N，V川S　S，V

緯

N

N

N

　　ヱ42＝E　岬E
，

　O　　l

　　　　l　　　l
　　　　I　　　　　　　　　44．N
　　　　†l
　　　　　　　　　　　iNemuro

　　．　O舳、。l
S・pP…　．≡K・・hi・。

　　　　　　　UrakaWa
　　　　　　　　　　　　1＿42．N

．Tanabu

　　　1　　　，
　H孕chinohe　　ヨ

　　　■　　　＿」＿40｛N

Latitude

42．

40「

39’

59’

32’

33’

経

Longhude　　　　　　　　　　　　E］ev王、tion

E　144j　24’

E　工41　　32’

｝三　　　14プ　　　　　59’

M・・i・k。．

／
、rμツ

Miy・k0

二一鮒、

　　　　　　　図一1気象観測地点の（乞置

Location　of　meteorologica1observation　points．

　2．2　統計解祈の方法

　各地の月ごとの風向別出現頻度と風向別気温偏差の平

均を求め，それ1二よって偏東風の範囲を決める二と：二主

眼を置いた．

33m

27m

42m

　統計期間：二1941．1945．1947～1964年の20カ年とし，

偏東風の卓越する6～8月の期問とした．風向としては

毎日の14時の観測値をとり，気温としては日平均気温を

使うこと1こした．14時の風向をとったのは目中の卓越風

を代表していると考えたからであり，気温として日平均

値をとったのは目別平滑平年値が印刷されていてオ）ざわ

ざ計算する手問が省けることと，平均値と最高値の何れ

をとっても統計的：二大きな違いがあるとは考えられなか

った二とによる．

　日別平均気温の平年値は気象庁発行の日本気候表一5，

月日別平滑平年値（1931～1960）を用い，毎目の平均気

温との差を計算し，14時の風向によってこれを16方位と

■静隠：二分類する．これを各年各月：こついて風向別1つ川現

回数と気温平年差の合計をとり．これをさら：二20カ年：こ

つ1一・て月ごと1こ合計一平均すると，風向別の出現頻度と風

向別の気温偏差の平均が求められる．

　3．風向別気象

　　3．1風向別出現頻度

　各地点：二つ1、・て，各月の20カ年平均の風向別出現頻度

な計算した結果を示すと，表一3のようになる．

　釧路では，最多風向：ま6月がSSE，7～8月がSで，6

～8月の平均最多風向はSであり，SE～Sの3方向が企

体の60～7006を占めている．また最少風向はWNWで，

各月ともO．2～0．3％て’あり．W～NNWと静隠もそれぞ

二1，1％以下；二すぎない．

　八戸；こつ1、〈てみると，最多風向1よ各月ともEで，全体

の21～240ンを占め，ENE～ESEの3方向だ：ナで各月51～

58％を占めて’一一・る．最少風向は静穏を除き一，6月SSE，

7月NW，8月NNWで，6～8月の平均ではWNWニバ最
も少たく，0．8タ6にすぎず，NW，Sも3ヵ月平均’二106

：こすぎなr、・・．

　宮古では最多風向は6，8月がNNE，7月がNで，6～

8月○一平均で1二NNEであリ，N～NEの3方向で51～58％

を占ふ］〕て，．・ろ．二の3方位に次いでSEも．多く，6～8月平

均て10．3夕6を占めて1、・る．最少周、向1ま6月がNW，7月
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　　　　　　　　表一314時の風向別出現頻度パ（％）
Monthly　mean　freqency〃’（in％）of　occurrence　of　wind　directions　at1400JST

　　　　　　　　　　　during20years，classified　by　wind　directions．

　　月　　　工、　NNE　NE　ENE　E　ESE　SE　SSE　S　SSW　SW　WSW　W　WNW　NW　NNW
Month

Jun．
Ju1I

Au9．
Mean

Jun．
』ul．

Au9．
Mean

Jun．
Jul．

ALg．
Mean

2．3　　4．0　　5．5　　1．8
0．5　　　5．6　　　5．0　　　1．6

1，8　　6．0　　6．8　　2．3

1．5　　5．2　　5．8　　1．9

2．3　　　2．3　　　5，5　　19．3

3．1　　　3．2　　　9，5　　19．7

1．8　　1．3　　9，0　　18．4
2．4　　2．3　　8，0　　19．1

16，5　　19，2　　15．7　　　2，8

22，3　　20．O　　14．2　　　3，5

14I0　　18，1　　16．3　　2，4

17，6　　19，1　15．4　　2．9

2．0　2．2
1．1　2．7
2．6　3．5
1．9　2．8

24，3　　14，7

22，4　　12，1

21．1　　11I9
22，6　　12．9

2．0　3．3
1．9　3．4
3．2　3．7
2．4　3．5

13，2
12．3
9，8

11，7

10．8
9，2

11，6
10．5

1O．5
8，4

11I9
10．3

27，8　27，0
26，9　31，0
23，1　　26，1

25，9　　28．O

0．5　0．8
1．1　1．0
1．8　1，1
1．1　1．O

6．2

7．7

8．9

7．6

0．7

1．5

3．3

1．8

3．8　1．8．

3．1　0．5
3．5　2．6
3．5　1．6

3．2　7．7
4．8　6．1
6．3　7．1
4．8　7．0

7．0　　2．8　　τ．7　　2．3　　2．8

4．4　　2．7　　0．5　　2．3　　2．ε
6．6　　4．5　　0．5　　2．4　　1．6

6．0　　3．4　　0．9　　2．3　　2．2

1．0

0，5

0．6

0．7

3．3

2，4

2．I

2，8

2．0

1．8

2．6

2，1

O．3

0．3

0．2

0．3

O，5

0．6

0．5

0．5

静　穂
Calm

1．O

O．8

0．6

0．8

0．8

0．5

0．8

0．7

1．2

0．6

1，3

1．O

0．5

0，5

0．8　　　1，O
O．6　　　0．3

1．7　　　0．7
1．9　　　0．5
0．3　　　0．5
1．3　　　0．5

O．5

1．3

1．1

1．O

4．3　　　5．7
3．4　　　7．3
2．3　　　7．9
3．3　　　7．0

　　％

風30

窃・・

餐・・

ぎ15
冨
ま10

3
』

　　　　　　　　　N　NNE　NE　ENE　E　ESE　SE　SSE　S　SSWSWWSW　WWNWNWNNWC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風　　向Wind　directi㎝

　　　　　　　　　　　　　　　　図一2風向別出現頻度の比較（6～8月，20ヵ年平均）

　　　　　　　　Mean　frequency　of　occurrence　of　wind　directions　at1400　JST　for　months

　　　　　　　　from　June　to　August　during20years．実線（ful11ine）：釧路（Kushiro），破線

　　　　　　　　（broken　line）：八戸（Hachinohe、，点線（dotted　line）：宮古（Miyako）・

　　　　　　　　　　　　　表一4太一平洋沿岸の7月の最多風向（「目本の気候」より作表）

Most　frequent　wind　direction　in　July　on　the　Pacific　coast・（Tabulated　from“The　C1imate　of　Japaバ・1

　　　　　　点PlaceName　　　　風　向Direction　　　　地、点PlaceName　　　　風　向Direct1on

根

釧

浦

函

田　　名

室

路

河

館

部

一
’
、
’

川
0
5
0
5
0
5
0
3
2
2
1
1

一…．へ　！　＼　　　’　　　、　　　’　　　、　　）　　＼　　×　　＼

1＼ 7k、＼、
　＾’’、’　　　、

’ 、 ’ 、

■

＼
＼
・
、
。
㌧ イ．。・一

、

一一
』・一・．一．．’。…’．’ …、．．

、 一

N　NNE　NE　ENE　E　ESE　SE　SSE　S　SSWSWWSW　WWNWNWNNWC

Nemur0

Kushiro

Urakawa

Hakodate

Tanol〕u

S　SE

　S

ESE
ENE
　S

石

小　　名

戸

古

巻

子

Hachinohe

N王i｝’ako

Ishinonユaki

Onahama

Chosbi

　E

　N

SE
　S

SSW

がSSWとWNW，8月がSSWで，6～8月の平均では
WNW　となっており全体のO．7％にすぎず，SSW，N

Wも3ヵ月平均で1％以下となっている．

　釧路，八戸，宮古の風向の特徴は図一2に示寸よう；二

20カ年の6～8月の平均風向別出現頻度によって比較一ナ

ろと…層明瞭ど：：る．この図；二よると，釧路，八プ■ゴ，宮

古と緯度が下ると最多、困、lll1llう■lSからNへ移るように入え

石、が，1950年言での平均」風配図（7月）4〕：二よって作表

すると，表一4に示すように最多風向：よ石巻以南で再ご

南偏してオ∫り，最多風向の粋峻的変化；二規則性があるよ
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地　　　　点
P］ace　Name

金一1　　　路

KuShirO

ノ㌧　　　　　戸

I｛achinohe

宮　　　　古

Myako

　　　　　　　表一5風向別気温偏差の平均」σd（oC）
　　　Month1y　mean　deviation」σd　from　normal　of　daily　mean　temperature，

　　　　　　　　　　　　　（in　oC），classified　by　wind　directions．

　月
M・…　NNNENEENEEES・’・・・・・・・・・・・・…　、・・・・・…

Jun．
Jul，

Au9．
Mean

Jun．
Jul．

Aug．
NIean

Jun．
Jul．

Aug．
Mean

÷O・8－O・3－O．7＋O．8－O．4－O．4＋O．1↓0．0－O．2－O．O＋0．7＋1．5＋1．4－1．4＋1．1－1．3
■1・4－1・1－1．2－1．6－2．5－1．7－O．2＋O．1－0．O＋O．I＋1．7＋2．6＋O，8＋1．1＋0．3＋O，2
－1・8－1・1－1，1－1．8－O．3－1．0－0．7＋O．2＋O．2－O．O＋1．O＋1．9＋1．6＋1．8－1．6－1．7
■O・5－O・9■1・O－O・9－O・8－1・1－0・3＋O．1＋O．1＋O．O＋1．1＋1．9・1．3・O．2一一〇．O－1．1

－O・3－O・2－O，6－0．6－1．0－1．4－O，5＋1．6⊥1．1＋2．4－2．6＋4．0＋3．5＋1．4＋0．6－1．7
－1・5－0・7－1．0－O．6－1．3－1．2－O．9＋O．1＋1．6＋1．9＋2．9＋4．7＋4．O＋2．1＋O．9÷1．1
⊥O・3一ユ・4－O，8－O．5－O．7－1．3－O．4＋O．3＋1．8＋3．3＋1．9＋3．O＋2．7＋O．8＋0．2－2．1
■0・7－O・7－O・9－O．6－1．0－1．3－O．6＋O．4＋1．6＋2．8＋2．4＋3．9＋3．4＋1．5＋0．5－O，3

一・・一・一・一1・一1。一。。一1。、1。、。。1，1．。1、。．。L。。十。。1、。。1、。．1．。．。

一〇18－114－113－0：4－O15－Ol1二〇：2↓O12．O：81－O．3．2．7　　1，218．2．5．O．6
－O．4－O．7－1－3－2．1－1．2－O．8＋1．1＋1．7＋0．8＋O．4　　　　　　　　　＋3．6－0，4＋O．6
’O・ト1・1－1・3－1．2－1－1－O．5÷O’8＋1．6＋1．2＋O．9■　　　　　十3．6＋1．0＋0．1
　　　　　　　　．．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　l　　　　　　l

蜥111111

静穏
Ca1血

一〇．8

－O．8

一〇．3

－1．4
＋O．O
＋O．6

一〇．2

一←O．3

－O．2
－O．O

　　　一⊥4

　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　．、．．・一べ；

風・ザ3　　　　　　　　　、一、。1・…　＼
．向・；。2

鴛十、　　　　　　　　／．．．．．．．！　　　　＼

温1。　　　∠．、．．．．…、＼、、二1
偏ぎ
差竃＿1
　　←

　　　一2　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　＿L＿」
　　　　　．N　NNE　NE　ENE　E　ESE　SE　SSE　S　SSW　SWWSW　W　WNW工“WNNW　C
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■剣、i！’：jWi呵ddirecti・・

　　　　　図一3風向別気温偏差の比較（6～8月，20ヵ年平均）記号は図一2と同じ

Mean　deviations　from　norma1，averaged　for　months　of　daily　mean　temperature　from

June　to　August　during20years　at　Kushiro，Hachinohe　and　Miyako，　classified　by
，vind　directions．

う：こ1ま；㌧ニニ；な1“、．

　3．2風向別気温偏差

　一各地の20カ年の毎目の気温の平年偏差を月別こ平均す

ろと、表一5；こ示すようになる．先ず釧路についてみる

と，最も高温な風向は各月ともWSWで，平年より1．5

～2．6二C高くなっており，3ヵ月を平均すると一平年よ’）

L9二C高い．各月とも平年より0．5oC以上高温な風向は

SW～Wの3方位である．また逆に最も低温な風向：ま高

温風ほど一定せず，6月がWNWの一1．4oC，7月がEの

一2．5二C，8月がNとENEの一1．8二Cで，3ヵ月一平均とし

て1まESEの一1．1cCである．3ヵ月を平均した低温風向

1二NNW～NE～SEの8方位である．

　次：こ八戸では，最も高温な風向は各月とも釧路同様W

SWで平年よリ3・O～4・8二C高く，各月とも平年よリ高

い風向はSSE～NWの8方位であリ，静穏、も同様であ

る．一方，3ヵ月とも低温な風向はNNE～SEであり，

Nも3ヵ月平均でO．7oC低い．この内最も低温た風向は

6月がNNWの一ユ．7oC，7月がNの一1．5oC，8月がNN

Wの一2・1cCであり，3ヵ月平均ではESEの一1．3■っCで

ある．

　宮古では最も高温な風向は6，8月がWNWの十4．0℃

と十3．6oC，7月がWの十4．8oCで，3ヵ月平均ではWN

Wの十3・ぴCである．　3ヵ月平均で0．5cC以上高温な風

向はSE～NWの9方位となっている．これ；こ対し，最も

低温な風向は6月がENEとEの一1．6こC，7月ニニミNN

Eの一1・4oC，8月がENEの一2．1二Cで，　3ヵ月平均で

：二NEの一1．3oCであり，3ヵ月平均で一平年よ1、」0．5℃

以上低温な風向はN～ESEの6方位である．

　6～8月の平均の風向別気温偏差を図示すると，各地

．点の特徴が一層はっきりする．すなわ言，．図一3；二示す
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　図一4　気温偏差合言十他の比較（16～8月，20ヵ年の今計1）記号1二図一2と同二

Sums　of　temperature　deviations　from　normal　for　months　from　June　to　Au－

gust　during20years　at　Kushiro，Hachinohe　and　Miyako，c1assified　by　wind

directions．

よう：二、N～ESEの問’．三1玄各地とも1まぼPC内外低い一

定の値を示しているが，その池の風向では地一点1二よ‘j異

なって，釧賂では高温一風として明瞭た風向1士SW～Wの

3方位；二寸ぎず，煽差値｛、小さいのに対し，八戸，宮古

ではSSE～NWの間が高温風城となっている．

　3．3風向別気温積算偏差

　表一3，表一5あるいは図一2，図一3を入ると，釧

路では最多風向の気温はほぼ平年並であって気温の偏差

に及ぼす影響は少なく、また高温方位と低温方位の出現

頻度も低い．また，八戸，宮古では低温方f立：二出現頻度

が高い．このように，風向による気温の平年からの煽差

掃1は平均頻度と各風向の気温平均編差の積の大小：二よっ

て表わ寸ことができろ．表一6；二は便竹上，20カ年の風

向別気温偏差の合計値を掲げている・これを入れぼ，ど○

風向が気温の煽差．量1こ大きた影響を与えるかがわかろ、

図一41こは，20カ年の6～8月の合言十によつて，風向別

の偏差量を比較して示す．釧路では高温を与える風向は

SW～WとSSEであり，低温を与える風向はNNE～SE

である．八戸では高温風向はS～WNWで，WSWが特

に大きく，低温風向はN～SEで，Eが字寺に大きい．宮

古で■1ま高温風向はSE～NWの9方位を占め，SSEが最

ぺ、偏差量ガ大きく，低温風向1主N～ESEの範囲を占｛
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　　　　　　　　　　図一5　各地の低温，高温風と海，陸風の範囲

Directiona1ranges　of　cooler一，warmer－winds　and　se士一，land－breezes　at　Kushiro，Hachinohe

and　NIiyako．

　　　　　匡≡：三：≡三1低温風（Coo1er　wind、〕

　　　　　“一一一一◆海風（Seabreeze）

表一7　各地の偏東風の範囲

Ranges　of　the　directions　of　easterlies　at　various

p1aces．

　　　　　　　　　　　　　　風　　向　　範　　囲
　地　点　Place　Neme　　　　　　　Ranges　of　the　directions

　釧路Ku冒hiro　　　　　　NNE～SE
　八戸Hachinohe　　　　　　N～SE
　宮　古　Miyako　　　　　　　　　　　N～ESE

ている．

　4。偏東風の範囲と気温への影響

　　4．1偏東風の範囲と海陸風との関係

　風向別の気温偏差の平均と気温偏差の合言十とから．低

温風向と高温風向とを区分し，それ：こよって偏東風の範

囲を決めよう．先ず釧路についてみると，6～8月の気

温偏差の平均：二よる低温風向はNNW～N～SEである

が，N，NNWは出現回数が少なく，高温の月もあり，

偏差合言十も小さい．これに対し，SEは気温偏差平均は

小さいが，出現頻度が高く，各月とも共通して低温であ

るから，偏差合言11：よ大きい．したがって，釧路の低温風

向はNNE～SE　と決めることにする．一方，高温風向

は偏差平均，合言十ともSW～Wである二とは明瞭であ

る・SSEは偏差合計が小さくないが・偏差平均が十〇．1cC

にすぎないので，高温風向とはいわれない．その他の風

向（SSE～SSW，WNW～NNW，静穏）は偏差平均も
合計も小さく，これらは気温平年並の風向である．

　八戸は低温風向と高温風向の区別は割合簡単で，NN

W～N～SEの範囲が偏差平均として低温とたっている

が，NNW舳は出現回数が少なく，偏差が月により異なり

偏差合計も小きいので除き，N～SEを低温風向とみなす

　　∈………高温風（warme「wind）

　　H陸風（Landbreeze）
ことにする．一方SSE～NWの範囲は各月の偏差平均が

すべて高温であり，この範囲を高温風向と入なす二とに

する．

　宮古も低温，高温風向の区別が割合はっき一りしてお

り，N～ESEは偏差平均，合計何れからみても低温風向

であり，NNWはほぼ平年並である．高温風向は偏差平

均，合計からみてSE～NWと考えられる．

　以上述べたことを一一括すると図一5に示すようにな！）

偏東風は冷たい風であるという前捉；こたつと，各地の偏

東風と範囲は表一7のようになり，各地ほぼ等しくなって

いる．

　図一5には海陸風も同時に示した．八戸，宮古では偏

東風と海風，高温風と陛風とが良く一致しているが，釧

路では明瞭でなく，むしろ偏東風に陛風が多いように見

受けられる．

　4．2平均値からみた偏東風の月平均気温への影響

　前節までに，平年より低温になりやすい風向，高温1二

なりやすい風向が地点によってほぼ決まっていることを

述べ，6～8月の各月および3ヵ月問の風向別気温偏差

の平均値を求め，これを表一5に示したが，いま20年問

の各年各月に，この表に示された平均の気温偏差をもっ

て風が吹いたと仮定した場合，月平均気温にどの程度の

偏差（”d）を与えるか（つまり，平的均にみて，ある月

に低温風向の風が多く吹くと，月平均気温ば平年より低

くな‘〕，高温風向の風が多く吹くと高くなるはず）を試

算し，実際の月平均気温偏差（」σα）と比較してみた．

　いま，任意の風向6の6～8月の気温偏差平均値を

」σ〃（表一4の平均値の欄），ある年ある月のゴ風向の

出現回数を舳とおくと，ある年ある月の気温偏差の

月平均値”dは
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一6a　釧路（Kushiro）

図一6　風向別平均気温偏差による月平均気温偏差」σdと実際の月平均気温偏差」σσの比較（1目盛：デC）

　Comparison　of　monthly　mean　temperature　deviations　obtained　by　using　the　mean　deviation

　from　normal　of　daily　mean　temperatures，classified　by　wind　directions，〃d，with　the

　actua1monthly　mean　deviation　of　daily　mean　temperatures　from　normal，」0α．

　　　　　　　　　　”d．．．…Values　obtained　from　equation（1）．

　　　　　　　　　　」σα・・・…Observed　value．
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北日本太平洋沿岸における夏期偏東周トの統言卜解析一羽生・内島

　一　　ユ　］丁
」グ＝　　Σ〕σ、いη．川
　　　　〃　　’＝1

（1）

　ここ1二一Σ1二16方位と静毛三；二（）いての和，η（＝Ση、い
　　　　　　±＝1

に月の全日孜デ風向別出現同数の月の和）を表わす．

　（1’弍’ニニって求められる各年各月の月一平均気温偏

差」θ・jと1丈；；ξ1・1）月一平均気温編差」σ。とを図一6に比較

して示寸．二つ図によれば釧路の」夕dの絶対値■：ま八戸，

宮古；二比一・1■二小きく，1957年8月の一〇．5℃が最大値で

あり，グ，l1二0．1oC以下に寸ぎなかった．八戸，官古

は0・8＝Cll・偏羊・つ最大値である．何れ：二しても，」～の

偏差1：1∫∴1’逢かに小さい．二れ：よ八戸の山背風；二

ついて行：エニった筆者の研究締果1iとも一致しており，以

上の高一氏沮：よ帆二高低温方位の出現頻度の多少によっ

ては説閉一ニピニ’，・．筆者の八戸；二お：ナる前の解析では、

きll・：二天二二1二よる気温偏差への影響を求め，これによっ

て士2二C｝ゼ1での偏差；二ついて説明できることを明か

にして’・・ろ・寸；二わち・偏東風の頻度が高く，これ：こ悪天

候をデに1二月■≡ド均気温もその頻度：こ応じて低くなる．こ

れ以．Lつ、1く沌■つ変異を生ずるのは，気団温度の相違；二よ

ろミ、のと考、∵1、！れて一、一・る．

　釧路；二一プードニ見逃が寸二とのでき一な，、・のは海霧の影響

であ1■、二の多．少が気温に与える程度は大きいと推察さ

　　　　　。二一一・’：：二特：二天気別の解析＾必要であろ、

　5．あとがき

　釧路・へ「官片の3地点；二ついて，それぞハの低温

風向と高沿則一Ilに明かにし、八戸、宮古では低，高温風

と海■獺つ方む：ほぼ等し一いぶ，釧路では明瞭でなく

むし！、咋固ぺ」リ方。二低温がやや多’、・二とが知られた．しか

L低温の！玖向1二各地点ともNまたはNNEからESEまたは

SEの純片二1三，三等しく，従来呼ばれている偏東風とい

・）言葉111多い・j一つ点では安全であることが明かとなった、

Lかし∴‘｛火コ気という呼び名は一般；こは東嵜1）の卓越風

という意味’二か！、陰湿な冷涼風という特殊な風を指す

場r㌃：二：二∴1工1方的な呼び名であるヤマセという言葉を使

用÷ろ方二、二．重｛、三リで：二な1、・かと考えられる．

舳臥一二㌧㌻嶋■一・と低温にたリぐす1一・ことは，表一5

図一3りrI∴果。つ・．’」一応言える二とであるが，風向別’ド均

気温恢一｛こ各年各月の頻度から求めた月平均気温偏差：二

図一61二・パー二：う；二，±1二C以下の値しか示きず，釧路

ては亡C．5＝C以下；二すきなし・．筆者が先；二八戸のヤマセ

につ1・’∴’」二1った馴己j別人気別の気温煽差；二よる解析結

果で∴月ド劣気温偏差‘：＝5’C以内の場合には，風向

別天気別の頗度によって気温の偏差を説明できることが

知られており，釧路の偏差が小さいのは，八戸，宮古に

比べて同所；二海霧の発生が著しく多く，これが気温に大

きな影警を与えるものと考えられ，この影響が計算に入

っていないからである。それ以上の気温偏差が山る場合

には、気団温度が逮っていろことが推定されている．

　今回は都合で一部の解析に止めざるを得たア1・ったが，

茂円調査継続の機会が与えられれぼ幸いである．
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