
札幌夏季気温と太陽活動

黒点数と∠T。b・の対応は，1940年あたりから後悪くな

っている．特にサイクル20，21においては太陽黒点の極

大期付近で一∠丁伽は逆に極小値をとっている．興味

深いことに，∠Tαbsをaa指数と比べた場合には，極小

期のみならず極大期においても一定した関係が全期間に

ついて見られる．

　4．結　び

　これまでに得られた結果をまとめると，

　①　札幌の7，8月平均気温の基準気温（ブ・ッキン

　　グが非常に少ない年の気温）からの偏差の絶対値，

　　∠丁伽は夏季北半球ブロッキング日数，NBと良い

　　対応を示す（第1図）．

　②∠T。わ・は太陽黒点周期の位相と同期しており，

　　太陽黒点極小期に∠T。bsは大きくなる．しかし，

　　極大期には黒点数との対応が必ずしも良くなく，aa

　　指数との対応が良い．

　1889～1986年の98年間について，フィルターをかけな

い∠丁伽とaa，太陽黒点数との相関係数を計算する

と，それぞれ，0・49，0・33となる．毎年のデータが独立

であるとすれば，いずれの場合も1％の水準で統計的に

有意である．

　以上より，札幌の夏季気温と太陽活動の間には有意な

関係がみられるが，∠丁伽は北半球のブロッキングの長

期変動と良い対応を示すことから，気温そのものではな

く循環場の変動と結びついた気温の変化と太陽活動の関

係を調べる必要があるといえる．その為には，北半球全

体に広く分布した多地点のデータを用いた解析が必要で
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あり，現在とりかかっているところである．また，太陽

黒点数が太陽活動を表わす指数として多くもちいられて

きたが，太陽活動と気候の変化の関係という枠組みのな

かで何が最適な指数であるかについても調べていく必要

がある．
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北海道支部第6回夏期大学r新しい気象」開講のお知らせ

主催：日本気象学会北海道支部（札幌市青少年科学館

　　　　と共催）

日時：昭和63年7月27～28日

　　　　両日共10：00～15：30

場所：札幌市白石区厚別中央1条5丁目

　　　　札幌市青少年科学館

　　　　（地下鉄新さっぽろ，J　R新札幌下車直ぐ）

対象：小・中・高校の教師及びその他学生，気象愛好

　　　　家，一般の方を対象とします．

受講料：400円

申込先：〒004札幌市白石区厚別中央1条5丁目

1988年5月

　　　　札幌市青少年科学館

　　　　Te1．011－892－5001

申込方法：ハガキに“新しい気象”申込みと朱書．氏名，

　　　　　年齢，職業，連絡先の住所，電話番号も明記

申込締切：昭和63年7月10日

募集定員：40名

内容：約100分の講義が4講あります．その他に映画

　　　　と科学館内の気象レーダ，気象衛星受画装置お

　　　　よび人工降雪実験装置の展示等の見学を予定し

　　　　ています．
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