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長期予報あれこれ

和田英夫

初めから個人的なととで恐縮ですが，昭和53年 9月下旬/L， NHK函館放送局から「随想・はと

だて散歩」という本が出版されました。との本は，昭和52年 1年間，毎週火曜日に， ラジオで放送

されたものをまとめたものです。出演者は，毎月交代でしたが，図らずも私が第 l回目を担当し，

エピソードを交えて'気象観測事始め'などを放送しました。放送当時は，私自身はもちろんの乙

と，放送局でも印刷など思いもよらなかったのですが，地元民の強い要望で，出版の運びとなった

そうです。他の11人の方は，函館周辺のエキスパートで，神社の宮司，民謡研究家など多士済々で，

その内容も道南の地方カラー豊かなものです。私自身は，たまたま昭和52年春まで，函館海洋気象

台長をしていたというだけで参加したのでした。しかし函館の地元団体の主催で，盛大な出版記

念バーテーが開催され，多くの参加者から祝辞を頂き，また，函館が日本における気象観測発祥の

地であるととを，案外知らない人の多いのに驚くと共IC，放送だけに終るものが 印刷されて広く

読まれるととの有意義さを改めて痛感しました。

実は退官後，身辺整理をして，在職中にいろんな誌上に発表した随筆を寄せ集めてみました。そ

の多くは長期予報に関連したもので，意外に今でも参考になりそうなものもあり，機会をみて何ら

かの形で，まとめて印刷したいと思っていました。考えてみますと，在職中lζ講演を頼まれると.

天気図の実習などを除くと，殆ど長期予報や気候変動に関連した内容ばかりでした。とのような事

情は，超異常気象の続いている昨今も，変わりがないと思います。

との度の「随想・はとだて散歩」の出版記念バーテーの席上でふと，私の拙い随想を，長期予報

に関心を寄せておられる'グロースベッター'の会員の方々に読んで頂ければと，誠lζ身がってな

考えが浮び，お願いしたととろ，編集部の方で心よく引き受けて下さいました。

内容はど覧の通りですが，できるだけ個人的なものを除いて，印刷されたものを，そのままの形

で掲載させてもらいました。従うて，若干重復したり，見にくい点もあり，また埋草に，気象iζ関

連した私の俳句を入れて頂きました ζ とをお許し願います。長期予報iζ関した固い話のテーマで，

長時間にわたって大衆を相手iζ講演する ζ とは，大変難かしいととですが，そのような際に乙の内

容が，話のタネとして皆さんのど参考になれば幸甚と存じます。

私が直接'グロースベッター "IL 関与したのが昭和39年の第 2~きからでした。"グロースベッタ

ー'は，言わば同人誌として気象庁唯一のものであり，とれまでの苦労を考えると，今後も茨の道

が続くかも知れません。しかし，最近の気候変動に鑑み，本誌の果す役割りの重要性を再認識する

と共ι 乙の機会(層の発展と斯界への寄戸期待してやみません。(昭和5叩

¥ 
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¥、

、噌ν

か
つ
て
ソ
巡
の
気
象
単
者
モ
ニ
ン
教
授
山
あ
る
年
に
似
て
い
る
か
ら
、
将
来
も
似
る
だ
山
考
慮
が
み
'
く
払
わ
れ
な
か
っ
た
ζ
と
で
あ
ろ

m
増
加
と
、
と
れ
ぞ
処
廻
す
る
憾
平
合
算
機
の

m

ζ

抗
ま
で
の
研
蜘
刊
で
わ
か
っ
た
ζ
と
は
、

が
、
あ
る
袋
署
殺
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
鴎
…
君
、
と
い
ろ
よ
う
に
し
て
、
予
哲
謡
史
ろ
.
梅
搬
に
い
ろ
と
、
普
の
長
期
辛
抱
は
、
山
重
で
あ
る
・
日
本
の
よ
う
詰
震
の
長
…
日
本
の
よ
ろ
な
狭
い
国
の
天
候
が
、
輩
踊

ト
一
で
正
積
率
識
は
、
税
学
で
な
く
1

技
術
で
山
っ
て
い
た
の
で
あ
る
.
ご
民
自
制
国
が
不
要
で
、
だ
れ
で
も
予
報
が
で
き
…
初
予
報
を
や
る
に
は
、

φ
な
く
と
も
、
北
…
の
大
気
の
涜
れ
と
密
接
に
聞
返
し
て
い
る
と

あ
る
と
、
品
川
み
い
る
研
究
者
事
前
に
し
て
-
…
と
の
時
代
に
は
、
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
、
山
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
我
と
そ
は
と
…
羊
球
の
気
象
資
斜
が
必
要
な
ζ
と
は
、
早
く
…
い
う
こ
と
で
あ
る
・
た
と
え
ば
、
商
世
間
東
偏

席
ぷ
っ
た
の
は
1

有
名
な
諾
で
あ
る
・
彼
の
…
冬
の
実
備
予
報
に
は
カ
エ
ル
の
冬
眠
状
態
ぞ
…
い
う
長
期
弔
識
の
ち
仁
川
八
γ
が
た
く
さ
eん
い
…
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
.
と
く
最
近
に
な
っ
…
の
気
医
師
越
の
憾
に
1

日
本
で
は
冬
型
の
天

摘
に
よ
る
と
、
長
期
予
報
を
や
っ
て
い
る
も
…
調
べ
る
と
よ
く
君
、
と
い
ろ
忠
告
を
、
ま
…
て
、
同
じ
露
げ
か
ら
で
た
、
舎
で
興
っ
た
…
て
、
と
れ
ら
の
襲
が
格
警
れ
、
対
踊
閤
…
気
と
な
る
、
と
い
ろ
よ
ろ
に
、
北
半
球
の
気

の

は

、

み

な

技

術

者

と

い

ろ

こ

だ

け

で

な

く

、

成

層

闘

の

天

気

…

匡

分

布

に

よ

っ

て

、

日

本

の

持

翁

聞

の

天

候

凶
器
民
主

Z
F家
目

3
2
2
w訪

れ
い

で
あ
っ
て
も
、
よ
く
的
申
し
さ
将
ぬ

S
S
S
河川
P
S
R

〓一
ub凶
器

開

旬

、

?

ト

r
v
-

率
最
研
究
者
の
、
長
い
間
の
恋
…
平
均
の
周
到
底
分
布
翠
愈
で
き
れ
ば
、
か
な

え
す
れ
ば
よ
い
に
途
い
な
い
・
ミ

s
s
s起恵
ミ

巡

選

ミ

英

一

寝

室

ら

れ

た

と

い

っ

て

…

り

の

き

、

日

本

の

天

E
で

蓄

を
ろ
が
、
学
問
的
に
は
、

ζ

j

i

-

-

4

・j
i
l
-
-
j
i
-
-
l
i
:
i
:
:
i
i
I
一

よ

い

・

…

ζ
と
に
な
る
。

ζ
の
た
叫
塁
の
着
予

れ
持
諸
説
十
一
お
お
お
思
細
一
と
芸
能
性
同
説
明
謀
議
還

を

や

る

に

し

で

も

、

天

気

図

一

一

て

は

墜

人

な

も

の

で

ぶ

謹

の

…

は

、

ど

の

よ

ろ

な

鷲

簡

な

、

物

理

的

な

方

は
、
日
本
付
近
の
も
の
し
か
な

'
l
i
t
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

計
算
機
で
は
、
と
れ
を
処
理
…
法
で
、

ζ
の
予
想
議
図
を
作
成
す
る
か
に

い
レ
、
気
象
出
誌
も
、
偽
上
の
限
ら
れ
た
も
…
り
め
に
気
象
庁
に
寄
せ
て
く
る
人
さ
え
い
…
吊
識
の
見
解
が
発
表
さ
れ
、
大
い
に
新
聞
紙
…
し
た
り
、
ま
た
と
れ
事
潤
局
し
て
、
じ
ゅ
う
…
か
か
っ
て
い
る
。

の
だ
け
で
、
あ
た
か
も
井
一
同
信
の
カ
エ
ル
…
た
.
…
上
を
に
ぎ
わ
し
た
た
の
で
あ
る
.
ま
さ
に
乏
ぷ
ん
な
研
兜
を
す
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
…
よ
主
義
翠
晶
君
、
名
人
設
と
も
い

の
長
期
予
報
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
棄
…
カ
エ
ル
に
パ
カ
に
さ
れ
た
こ
の
時
代
史
…
ニ
ン
教
授
の
い
ろ
号
、
撃
に
は
、
ほ
ど
ふ
た
・
さ
ろ
が
、
璽
4

計
算
織
の
出
現
に
よ
…
ろ
ベ
き
技
術
め
時
代
号
、
だ
れ
が
や
っ
て

察
官
、
吉
一
カ
月
周
期
信
思
現
れ
て
一
き
な
欠
点
は
、
方
法
そ
の
も
の
が
恐
い
と
い
…
速
い
状
慢
で
あ
っ
た
・
…
り
、

ζ
の
難
問
も
解
決
さ
れ
、
と
れ
ら
の
資
…
も
思
結
果
に
な
る
、
撃
の
時
代
を
迎
え

い
る
と
、

ζ
れ
ぞ
延
長
し
て
予
想
し
た
り
、
…
う
よ
り
、
江
ん
と
い
っ
て
も
、
雲
図
上
で
…
最
近
の
門
商
議
の
撃
と
し
て
、
二
つ
…
建
実
際
の
震
予
報
に
自
に
駆
使
で
…
ょ
う
と
し
て
い
る
の
ぞ
あ
る
・

ま
た
、
現
在
ま
で
の
天
僕
経
謀
、
遺
式
の
…
棄
の
室
町
置
が
ど
ろ
な
る
か
、
と
い
う
…
の
時
訟
の
げ
ら
れ
る
.
そ
れ
は
戸
町
議
棋
の
…
き
る
よ
う
に
な
っ
た
.
山
(
気
象
庁
長
期
予
報
管
理
官
)
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現
在
の
謡
翠
識
の
蓄
と
な
っ
て
い
る
叫
零
審
議
書
錯
す
る
と
と
宅
官
、
客
叫
す
る
行
き
翠
伊
あ
る
と
い
う
・
と
れ
と
同
じ
帽
に
な
る
・
と
か
寄
震
の
畿
で
容
易
に
叫
と
の
よ
う
児
童
疎
の
膨
大
義
器
盆

の
は
-
華
球
の
天
露
で
あ
る
・
と
ζ
る
…
普
に
、
し
か
も
、
震
は
藷
の
類
型
度
て
き
に
、
長
期
義
の
蓄
と
U
て
、
日
本
…
で
き
る
よ
ろ
に
な
り
、
同
時
の
闘
係
だ
り
で
…
富
蕗
の
利
用
宅
昔
、
最
近
の
量
ヰ
識

が
、
複
雑
な
よ
う
に
見
き
と
の
芸
薗
に
町
家
で
わ
か
る
考
に
な
っ
て
き
た
・
と
れ
な
m

の
毒
の
襲
と
な
る
も
の
受
章
醸
の
…
き
、
さ
ら
尺
一
斉
尚
一
一
斉
前
と
い
山
は
馨
し
い
撃
を
し
て
い
る
・
し
か
し
、

ζ

も
、
人
間
で
い
う
な
ら
、

A
積
極
美
樹
山
ら
ー
だ
れ
が
や
っ
て
も
、
関
口
震
に
な
謀
議
襲
の
窓
ら
、
霊

puだ
い
聾
レ

M
E
E
d自
も
さ
か
の
ほ
っ
て
、
お
く
…
れ
だ
切
で
は
、
ま
だ
撃
的
革
委
h
」はい

と
も
い
ろ
べ
き
も
の
が
あ
る
P
少
な
く
と
も
、
制
り
、
坦
入
の
捜
筆
酒
田
を
せ
は
め
ー
る
と
と
が
m

だ
す
と
と
も
考
え
ら
れ
る
.
た
と
え
ば
、
東
山
れ
の
繍
闘
ま
で
計
算
で
き
る
・
と
の
お
く
れ
…
え
な
い
・
な
ぜ
な
ら
は
、
将
来
の
予
想
天
Hm-

塁

の

毒

薬

偏

向

島

の

格

闘

図

案

腐

し

て

お

話

叫

密

室

る

経

過

の

物

語

な

総

理

会

ζ

一
霜
を
う
ま
く
つ
か
ま
き

ζ

P

弘
、
V
7
f
p
D
P〉
〉

刀

斗

l
l」
震
の
喜
、
葉
室
毛
…
'
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
・
ガ
ン
の
灘

-

J

歪
否
、

m
w
y
p
u
p
伊
歩
k
v
v

一3
一
-

b

一

と

z
i
g
-
S臨
提
携
留
5
3鵜
鰍

/

E
夫

一

豪

語

の

義

で

き

る

予

見

つ

か

っ

た

と

き

て

h
i

u
河野一護れ
M
S
N翻
翻
鮫
ゃ

ssww

三
日
肢
は
じ
日
以
軒
当
諸
詩
句
雲

選
び
だ
す
と
と
が
で
き
れ
ば
、

-
¥
1
1
1
1
1
1
J
I
l
l
I
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
{
i
-

め
て
お
話
、
霊
的
革
主
管
の
天
草
-
警
は
、
数
催
予
報
と
い

時
抗
鉱
山
口
れ
わ
一
震
黍
森
禽
退
選
墾
糊
一
技
師
臨
時
守
口
仁
詩
鰐
紅
花
ロ
む

な
ら
、
人
相
な
ら
ぬ
天
拐
の
劉

-

l

v

一
周
さ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
が
…
れ
降
立
派
な
務
学
で
あ
る
・
じ
か
し
、
ζ
の

り
だ
し
を
や
る
わ
け
で
あ
る
・

1

1

1

1

1

1

i

l

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

5

巳
君
、
星
の
露
三
主
昔
、
延
長
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
数

と
の
よ
う
に
、
妻
皇
宮
室
薗
芸
き
る
・
君
、
霊
蚕
の
よ
室
、
凶
五
四
五
月
の
霊
と
筆
頭
の
各
地
腐
の
受
輩
磁
の
奈
の
漏
れ
の
襲
、
す
な
わ
ち
…
日
究
費
月
一
発
の
予
想
天
箇
を
、
乙

童
し
だ
匂
将
来
の
一
夫
警
護
す
る
主
君
末
の
捜
警
は

4警
に
と
っ
て
有
…
圧
と
の
相
関
係
数
寧
轟
匂
豪
の
霊
…
高
麗
と
の
関
懇
話
い
に
明
り
か
に
な
…
の
主
主
越
す
る
の
脇
、
ま
だ
滋
い
将
来

法
事
録
似
法
名
品
ん
で
い
る
・
曹
は
、
与
議
…
訟
な
決
め
手
と
な
る
・
…
が
、
豊
姦
の
ど
ζ
の
地
点
と
密
接
な
関
係
山
っ
て
き
た
.
そ
の
結
果
、
長
期
苓
識
と
い
う
…
の
乙
と
で
あ
ろ
う
・
ま
あ
、
客
観
的
な
方
法

官
官
で
毘
て
や
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
手
叩
ガ
ン
の
撃
昆
つ
宮
方
法
の
一
っ
と
レ
山
が
あ
る
か
契
る
喜
で
あ
る
.
と
と
急
、
m

の
は
、
地
埜
の
将
来
の
姦
零
予
想
主
て
な
ん
と
か
長
事
載
を
和
え
る
よ
う
に

繋
た
い
へ
ん
な
ろ
え
、
蓄
が
は
い
つ

m
t
あ
り
と
雪
ゆ
る
申
零
宅
す
て
、
そ
…
均
単
一
環
の
各
一
驚
に
つ
い
て
、
暴
聞
の
相
…
る
乙
と
で
あ
り
、
と
れ
は
、
気
聾
主
の
大
間
…
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
偽
ら
ざ
る
現
状
玄

て
，
ろ
ま
く
い
か
な
か
っ
た
.
と
と
語
、
山
の
申
か
急
ン
に
き
く
一
事
菟
つ
宝
う
三
関
委
裳
め
る
ζ
と
は
、
膨
大
草
轟
霊
山
田
空
と
い
う
と
与
は
っ
き
り
U
て
き
た
:
る
・
(
気
摩
書
寧
報
管
調
書
V

副グ

....." 
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、¥

時訟v

明
百
本
の
長
期
予
報
の
技
術
氷
績
が
、
信
吋
く
な
る
ほ
ど
、
予
報
震
が
恕
く
若
・
た
…
五
日
企
奈
は
ど
う
で
す
か
、
と
凶
い
で
ご
と
い
う
襲
警
が
つ
い
て
い
る
・
そ
の
う
m

蹟
が
、
冬
か
主
義
足
立
へ
袈
る
の
で

…
い
の
で
は
な
い
か
」
一
と
え
ば
二
-
一
晃
容
の
麗
の
義
時
い
わ
…
る
人
主
く
怠
ん
あ
る
・
そ
ん
な
ζ
と
ま
で
…
ぇ
、
事
主
菌
室
儲
特
別
会
、
…
あ
る
・
し
か
も
、
そ
の
襲
撃
に
よ
っ
ぺ

…
「
い
い
え
、
世
界
的
な
益
て
む
し
る
宮
、
純
響
舶
な
方
法
で
検
討
し
た
結
果
で
三
と
て
も
わ
か
急
三
き
翠
し
…
領
警
香
マ
1
ソ
ン
護
ー
と
な
っ
て
心
苦
し
く
出
る
・
乙
れ
が
、
夏
の
一
議
の
め
や

…
塁
の
万
が
、
・
進
ん
で
い
る
く
ら
い
で
す
」
…
あ
る
が
、
五
月
の
窃
援
に
さ
と
、
そ
の
年
…
て
も
ら
ろ
の
時
霊
官
に
と
っ
て
大
震
…
る
.
ま
さ
に
英
国
人
気
知
そ
の
ま
ま
の
、
事
…
?
に
な
っ
て
い
る
・
ζ
の
よ
う
な
前
兜
は
、

…
「
そ
れ
な
ら
、
ζ
の
夏
は
、
警
に
な
る
…
の
謹
嘉
の
六
震
の
震
を
加
味
し
た
ー
…

ζ
と
な
の
で
あ
る
.
…
堅
い
意
義
と
い
え
る
・
…
日
本
で
議
(
せ
ん
べ
ん
)
を
つ
付
た
も
の

…
と
、
令
官
は
っ
き
り
言
っ
た
ら
ど
う
か
」
川
精
度
の
よ
い
も
の
に
な
る
.
し
た
が
っ
て
、
…
申
書
で
時
的
担
乱
年
聞
に
わ
花
っ
て
、
長
…
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
目
本
の
長
期
予
…
で
あ
る
・

「

何

し

ろ

、

あ

す

、

あ

さ

コ

"

・

報

は

、

変

の

議

節

予

報

か

ら

始

…

ソ

速

で

は

、

長

期

予

報

を

重

要

視

し

、

国

…

て

皆

さ

ん

に

と

譲

宅

笠

間

田

沢

協

w霧

島

紫

ロ

」

夫

一

は

む

ず

か

し

い

問

題

で

あ

る

…

っ

て

日

ソ

の

襲

警

の

季

初

め

℃

一

ぃ

隠

れ

酢

の

霊

祭

S
N
S鰐
鰐

&
s
s
w
w
l
三

駐

日

許

諾

託

児

町

長

、

務

長

官

員
会
で
、
ζ
と
し
の
夏
の
去
磁

}

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

一
線
は
、
少
し
ず
つ
メ
ド
が
つ
き
…
た
.
ζ
れ
は
、
ソ
速
で
、
い
か
に
長
期
予
報

一

枚

刊

誌

記

弘

一

蚕

奈

倒

退

董

糊

一

訪

れ

反

撃

…

時

点

を

お

い

て

い

る

主

語

っ

て

い

聞

に

お

答

え

し

た

憾

の

、

震

一

一

襲

佑

に

、

あ

る

特

集

鉱

山

手

前

み

そ

の

よ

う

に

な

る

が

、

捜

叫

各

の
問
答
の
ひ
と
ζ
ま

で

あ

る

。

り

、

と

れ

が

日

本

の

夏

の

天

援

…

国

で

日

本

の

研

到

を

引

用

し

て

、

夏

や

冬

の

報
に
は
1

・
一
カ
月
、
一
ニ
カ
弓
お
よ
び
夏
と
…
護
っ
て
く
る
ζ
と
も
あ
り
、
憾
に
、
新
し
…
や
/
ミ
カ
思
議
の
公
設
に
隠
切
っ
た
・
…
た
訟
で
あ
る
・
つ
ま
り
、
大
気
の
番
必
…
と
日
本
の
お
株
毒
わ
れ
た
感
じ
で
あ
る
・

冬
の
議
議
が
あ
る
・
と
こ
ろ
柊
と
の
…
い
義
者
専
を
と
が
認
ま
し
い
.
三
事
の
喜
民
宿
主
点
掠
り
で
あ
…
露
、
一
決
し
て
な
め
ら
か
な
も
の
忍
く
、
ぁ
…
ど
う
や
ら
、
ど
こ
の
雲
、
一
カ
月
予
報
だ

よ
う
に
、
一
カ
月
以
上
の
長
期
苓
議
案
委
…
宍
人
に
よ
っ
て
は
、
享
先
で
や
、
長
期
…
る
.
そ
の
予
報
文
の
終
り
に
は
さ
の
一
ガ
…
る
特
一
程
を
も
っ
て
い
る
・
た
と
え
ば
、
春
…
付
で
は
国
扇
が
満
足
し
な
い
色
い
.

し
て
い
る
の
時
世
界
申
で
塁
存
で
あ
…
予
報
が
で
き
る
と
怒
っ
て
い
る
方
も
い
る
…
月
義
時
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
毎
…
先
の
成
留
に
は
、
突
然
界
混
と
い
う
現
象
…
(
気
象
庁
長
翠
審
理
事

そ
当
然
考
え
6
れ
そ
争
つ
に

-m聞
が
長
一
し
、
な
か
に
時
五
月
に
、
と
と
し
の
八
月
…
臼
予
報
に
均
へ
て
、
婚
し
く
精
度
が
滋

p
mが
あ
り
、

ζ
れ
瀞
肱
機
ζ
し
て
民
層
圏
の
徳
山
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職
後
、
腫
が
い
冬
が
続
い
た
と
き
二
瑠
識
四
百
本
の
録
画
園
田
鶴
は
、
患
だ
一

O
Q埠
に
…
日
本
付
近
だ
日
り
が
、
と
れ
ま
で
温
暖
佑
の
傾
日
あ
る
と
い
う
外
国
税
ζ

、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
マ
…
ん
)
、
第
三
位
の
極
大
に
観
〈
極
小
調
の
臨

謹
議
選
ん
に
霊
さ
れ
た
e

君

主

導

υな
い
が
、
昔
話
、
=
五
卑
宝
…
同
議
っ
て
い
た
の
で
あ
る
.
と
ζ
ろ
が
、
…
イ
ア
ス
霊
援
す
る
よ
る
に
、
譲
上
の
蹴
…
和
二
十
盈
・

2語
、
北
日
本
霊
年
ま

た
、
ソ
遂
の
馨
の
き
に
、
と
ん
と
笹
…
見
る
と
、
き
わ
め
て
大
き
な
奮
そ
く
り
返
…
さ
や
大
雪
量
わ
れ
、
さ
や
ら
、
雲
居
…
ご
つ
に
な
る
二
丈
と
も
、
轟
主
事
…
よ
う
に
、
蓄
に
大
き
な
番
震
の
実
-

警
護
が
睦
か
く
な
り
、
蓬
装
工
し
て
宮
、
決
し
て
、
譲
上
の
室
、
…
の
票
日
本
へ
も
翠
せ
て
き
た
露
議
石
器
を
さ
さ
げ
て
い
る
章
者
で
あ
る
…
に
ぎ
禁
舗
に
ほ
、
ぃ

g、

喜

一

と
い
議
実
踊
宿
さ
れ
た
.
と
と
ろ
が
、
一
年
宝
昇
し
て
い
る
と
い
え
な
い
・
ち
ぷ
・
ぶ
、
い
ま
な
お
、
お
互
い
に
そ
の
説
意
識
…
な
蚕
芸
者
υて
い
る
・
頭
重
督
、
一

昭

和

三

十

八

年

の

出

陣

篠

宮

の

し

て

髄

ら

な

い

.

…

太

陽

活

動

と

地

譲

上

の

事

麗

ど

の

閃

果

関

一

と
ろ
か
ら
、
滋
隠
化
悪
影
を

A
r
弘
v
b
η
げ
/
歩

P

静

歩

、

オ

寸

寸
E
l
l」
わ
か
り
や
す
い
倒
と
し
て
、
…
係
に
つ
い
て
は
吊
ま
だ
よ
く
む
か
っ
て
い
芯
一

ー
」
星
将
代
初
品
川
り
一
妥
賠
償
《
一

5
一
:
一

ひ
そ
め
、

3

2

W
務

続

三

総

務

、

7
1
E
夫

一

言

到

に

つ

い

て

述

べ

て

…

い

・

し

か

2の
よ
う
な
震
は
、
ど
…

射

能

お

F

S
蕊
欝
組
審
&
S
S
W総
党

一

ぬ

れ

時

時

間

百

て

も

偶

然

の

結

果

告

さ

程

副

-

ろ
か

.

-

:

:

;

;

;

i

;

;

;

j

i

，

I14
一

れ

2る.
ζ託
れ
は
、
約
十
±
一
石
年
の

2.山…
と
定
に
か
を
く
、
霊
の

2世界努の盟m
議
が
装
餐
奪り

一
-
雲
院
陸
軍
忌
議
磁
蹴
側
協
議
際
援
王
室
三
一
回
一

と

の

淑

暖

化

鋭

の

盛

ん

に

な

一

一

詰

瓢

磁

器

髭

一

-

酬

明

晦

=

和

一

層

で

番

じ

て

お

り

、

ζ
れ
…
つ
つ
あ
る
と
と
は
、
富
の
縫
若
手
u

っ

た

の

は

、

昼

撃

の

う

一

E
2篠

SSE-』和
一

ま

で

こ

-23裂
が

…

急

電

ζ
の
た
処
ユ
ネ
ス
コ
主

ぇ
、
さ
ら
に
、
ロ
1
マ
で
開
催

F
i
z
-
-
t』
E
E
I
B
E
E
-
-
E
E
E
-
-
B
E
E
t
-
-
E
S
E
t
t
a
E』
E
』
あ
あ
.
と
こ
ろ
が
、
そ
の
概
大
…
償
で
、
鹿
業
と
日
開
制
慨
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ

注

れ

乞

気

憾

の

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

の

う

ち

の

第

一

一

位

は

、

昭

和

三

…

ウ

ム

が

英

国

で

関

か

れ

、

将

来

百

世

界

の

農

で
、
葉
的
に
鐘
雫
算
し
て
い
る
、
と
一
ろ
丞
薗
に
も
、
琴
震
冬
や
冷
た
い
混

2

5、
ど
う
し
て
ζ
の
よ
う
な
釘
塞
盟
十
一
一
年
に
現
れ
、
と
れ
に
続
く
梅
小
一
期
の
…
識
と
食
開
幕
に
つ
い
て
、
討
論
容
わ
れ

い
う
倫
文
が
発
表
さ
れ
た
の
が
発
端
で
あ
…
隠
代
が
く
る
よ
う
に
見
aA6.
ま
た
、
最
近
…
が
組
あ
の
で
あ
ろ
う
か
.
ζ
れ
が
長
期
予
報
…
昭
和
三
十
九
年
ζ
ろ
を
叩
心
に
し
て
、
世
界
…
た
り
し
て
い
る
・

弓
し
か
し
、
と
の
陪
に
用
い
ら
れ
た
世
界
山
の
北
単
一
線
の
気
滋
援
化
を
み
る
と
‘
世
界
的
…
を
解
決
す
る
一
つ
の
カ
ギ
で
あ
る
・
自
在
の
叩
尚
宏
巣
常
天
候
が
腕
抑
υた
・
臼
本
で
も
、
山
ど
う
や
ら
、
世
田
町
の
錯
踊
宮
、
怨
冷
化
の

の
気
象
随
意
、
戦
前
ま
で
の
も
の
で
、
主
暴
准
の
傾
向
が
あ
る
.
特
に
シ
ベ
リ
ア
…
と
ζ
ろ
、
ま
だ
蓄
が
な
い
・
お
お
さ
っ
ぱ
主
題
署
北
海
道
の
冷
思
惑
っ
℃
た
藷
量
り
つ
つ
あ
き
考
え
ね
ば
な
る
ま

ぶ
℃
の
袋
、
世
界
の
目
誌
が
大
き
く
m
縫
っ
て
…
で
は
、
著
し
い
怒
往
が
一
綿
い
て
い
る
・
乙
山
に
わ
け
て
、
ド
イ
ツ
の
パ
ウ
ル
の
毒
す
る
…
る
・
さ
ら
に
、
第
二
位
の
奨
に
続
く
ま
…
ぃ
.

き
て
わ
る
・
山
の
よ
う
に
、
世
線
的
な
気
温
出
車
両
の
市
で
、

m

よ
う
に
、
そ
のJ

以
凶
が
太
陽
活
動
の
饗
佑
に
こ
劇
に
は
、
い
わ
ゆ
る
天
聞
の
飢
餓
(
き
き
m
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¥ 

ゆ&

護
官
界
の
~
一
議
予
報
の
的
中
誌
は
ー
…
ば
す
、
砲
門
家
の
い
る
護
-
繍
慢
に
芝
山
中
で
、
蓄
を
そ
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
叩
あ
っ
て
吾
り
や
ま
し
い
、
と
留
に
の
三
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
ま
か
ら
議
じ
み
で
一

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
震
で
あ
る
・
奪
三
事
、
よ
く
ま
あ
予
想
の
き
な
い
も
の
三
実
ケ
ネ
デ
ィ
義
領
の
死
の
よ
…
て
い
た
柊
そ
れ
伸
、
震
の
せ
い
で
は
な
…
あ
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
ι
と
の
委
案
一

え
ず
と
、
天
気
予
報
と
い
う
の
協
、
十
日
山
だ
ー
と
予
報
者
の
わ
た
く
し
が
様
々
痛
感
す
…
ろ
な
突
然
の
事
故
に
よ
り
、
大
き
く
影
相
官
さ
…

r、
予
怒
と
い
ろ
も
の
の
宿
命
な
の
で
あ
…
世
際
情
勢
の
申
で
、
冬
間
協
力
し
て

www

に

、

一

日

な

い

し

-

百

は

ず

む

也

事

つ

に

で

…

る

・

…

れ

を

と

も

多

い

と

竪

J.そ
の

う

ぺ

…

る

.

…

計

図

の

震

に

努

力

し

て

い

る

を

は

、

遺

品
口
て
い
る
と
醤
っ
て
よ
い
.
嘉
予
報
量
…
審
議
室
崎
嘉
義
と
か
な
り
…
・
こ
れ
か
ら
の
議
問
の
予
想
と
な
る
え
…
震
と
い
え
ば
、
建
気
象
詑
留
さ
ろ
に
な
く
う
れ
し
い
き
で
あ
る
・

っ
て
山
崎
さ
ら
に
時
度
が
感
く
、
一
カ
月
予
…
似
た
点
が
多
い
と
怒
っ
‘
た
と
え
ば
、
検
価
山
ど
ラ
り
も
な
か
な
か
容
易
な
と
と
で
は
な
…
的
な
ζ
と
が
計
幽
さ
れ
て
い
る
・
世
界
中
の
山
念
講
義
に
つ
い
て
、
蛋
に
述
べ

報
で
、
せ
い
ぜ
い
七
O
パ
1
セ

す

べ

て

の

闘

が

協

力

し

て

気

象

…

す

ぎ

た

か

も

知

れ

な

い

.

し

か

し

、

私

は

、

シ
ト
と
い
う
と

ζ『

0

・

ζ

a

p

b
〉

7
f
ぅ
P

?
〉

〉

『

i

-

『
ー
ー
ー
」
観
測
を
行
い
、
そ
の
霊
委
主
年
歩
ん
で
き
た
ど
ろ
ん
と
の
警
霊

三

官

は

っ

き

り

い

ミ

ぃ

笠

湊

敏

之

談

E
夫

一

検

事

www(襲
撃
…
り
、
妻
、
震
に
そ
の
議
長
て
き

諮
日
間
謀
総

S
N際
翻
絞
や
齢
灘
W

N

4

応
一
駒
郡
山
吋

qumrm
持
続
ぷ
関
川
諮
問
時
。

'
襲
?
の
警
相
暗
め
て
も
、
Z
A
鋸

;
J
I
F
-
-
・1

・e
a

-

-

t

i

l

i

-

-

l

j

ー
ー
-
に
よ
り
、
は
じ
め
て
地
域
よ
の

ζ
、
内
心
は
長
期
予
震
対
す
る
窓
と
の

一

段

刊

誌

お

い

一

重

義

察

銀

蓮

華

麗

糊

一

諮

問

司

法

定

戦

終

汁

あ

て

れ

自

然

の

毒

素

に

、

れ

ん

)

し

な

い

の

で

あ

る

.

ょ

-

一

煩

い

も

あ

る

ま

い

・

さ

り

に

ー

…

そ

ん

な

に

複

雌

話

、

ヵ

ラ

ク

り

が

あ

る

と

は

ぐ
泊
る
と
か
、
は
ず
む
Q

と

い

気

象

を

観

測

す

る

だ

け

で

な

m

恩
わ
れ
な
い
・
と
の
ナ
ゾ
を
解
く
カ
ギ
は
、
大

ろ
の
は
、

ζ
ω
種

差

雪

ミ

ミ

一

と

均

べ

て

み

よ

う

・

実

提

出

禁

の

ぷ

・

一

三

台

風

党

議

さ

せ

た

り

、

繋

舎

の

…

需

と

い

う

フ

ィ

ル

タ

ー

を

過

し

て

、

哀

宍
M
U
パ
ー
セ
ン
ト
と
出
べ
ら
れ
た
の
で
…
影
響
を
う
け
て
、
審
に
な
る
こ
と
も
あ
る
…
か
つ
て
、
?
リ
1
グ
の
畿
の
護
法
山
震
を
永
久
に
緩
急
ζ
と
さ
え
考
え
ら
れ
…
を
よ
く
卵
解
す
る
と
と
に
尽
き
る
と
号
.

は
、
思
議
官

ω立
つ
瀬
が
な
い
.
一
が
、
一
方
で
は
年
々
を
若
長
期
傾
向
と
正
入
、
と
い
，
っ
審
議
論
家
の
予
感
を
…
て
い
る
・

ζ
の
計
思
議
さ
れ
る
と
、
史
予
想
定
悲
し
き
も
の
一
塵

古
川
予
様
だ
け
で
な
く
、
予
想
と
名
の
つ
…
か
五
懇
化
の
よ
う
に
正
レ
く
や
っ
℃
…
し
り
め
に
、
阪
神
が
躍
し
て
し
ま
っ
た
…

R
隠

な

が

ら

に

し

て

票

球

の

雲

阿

が

山

富

塞

ぐ
も
の
の
む
ず
か
き
件
、
芸
の
零
所
…

5
0も
の
も
あ
る
1

株
価
の
方
、
長
い
…

ζ
と
が
き
.
そ
の
崎
署
裁
の
議
…
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
議
室
開
予
報
…
(
気
象
庁
長
期
予
報
管
理
芭

に
あ
る
.
語
、
練
馬
の
予
怨
は
い
ろ
に
を
問
に
は
価
格
が
上
昇
し
て
い
る
が
、
そ
の
…
と
し
て
、
一
器
開
予
報
は
震
が
を
完
叫
に
つ
い
て
も
、
な
ん
ら
か
の
手
が
か
り
が
受
具
わ
り

u

-16ー
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一
月
七
日
付
気
象
学
は
、
.
低
気
圧
が
く
る
と
一
一

持

〆

詰

問

ぅ

日

続

税

設

十

一

一

鮮

グ

の

議

室

天

気

が

更

な

る

と

教

え

て

い

…

…

A
W
A
8

て

、

書

で

の

秋

に

文

豪

堅

議

て

句

協

の

声

の

欄

に

脅

さ

」

ろ

が

、

金

目

末

、

前
辺
警
て
い
た
星
雲
、
思
前
撃
の
退
…
一
朝
血
「
言
霊
特
に
日
本
海
側
で
は
、
冬
型
実
…
…

j

J

あ
る
日
の
こ
と
壁
余
儀
な
く
差
益
格
段
民
一
一
し
三
度
芝
山
庄
一
麗
が
続
い
て
い
て
も
、
震
…
…

。
.
…
で
遭
難
」
と
い
う
印
藤
民
の
設
省
庄
の
通
過
す
る
障
に
ク
y
の
よ
う
一
一

で
あ
る
。
実
袋
露
に
か
け
た
そ
の
会
あ
り
た

見
却
り
ぬ
人
益
金
求
め
て
さ
罰
三
十
九
年
の
を
、
義
一
一
が
譲
さ
そ
い
る
。
輩
、
天
に
風
選
考
、
一
露
天
に
な
一
…

た
。
宗
が
っ
て
み
る
と
、
議
の
フ
ル
シ
チ
2

プ
首
相
護
委
一
気
予
撃
議
と
レ
て
き
が
さ
り
、
そ
の
き
悪
風
君
主
一
…

社
の
方
で
最
近
の
異
常
任
さ
れ
た
の
は
異
常
気
一
と
っ
て
は
、
事
詰
灘
し
て
、
-
涯
が
多
い
。
開
腹
民
寝
験
の
…
…

気
象
に
つ
い
て
聞
き
た
一
話
:
一
象
に
よ
る
経
済
政
策
の
一
あ
富
は
い
る
方
怠
の
帯
一
の
日
を
調
べ
て
み
室
、
私
の
予
想
一
一

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
一
余
夫
一
失
敗
安
定
伝
え
ら
一
一
声
と
も
思
わ
れ
た
三
一
審
一
号
、
き
を
の
典
一
一

一
じ
宮
崎
一
れ
、
立
震
の
総
務
一
一
の
要
旨
は
こ
う
で
あ
一
翼
民
一
型
的
な
グ
1
ス
で
あ
っ

.
約
二
時
間
ほ
ど
の
政
一
鴻
ョ
一
最
後
授
の
よ
う
に
結
一
る
。
気
象
学
控
室
一
直
ョ
一
た
。
一
一

一
定
応
定
が
、
実
一
貧
困
一
塁
い
る
。
「
般
健
一
く
わ
か
宗
い
が
、
冬
一

i
英
一
室
遭
っ
て
、
現
在
一
一

…
の
方
と
じ
て
は
こ
れ
ま
一
常
日
一
(
い
ん
か
ん
)
遠
か
ら
一
山
で
警
が
や
ん
で
、
一
の
一
の
天
気
予
報
柊
レ
l

一一

…
た
驚
く
ほ
暴
是
正
和
一
ず
。
£
ス
ト
佐
藤

e

一

一

宮

奪

回

5
一

h
回

7
1
2
6い一一

…

を

モ

損

害

に

-
5
一
語
ら
う
落
書
公
一
一
支
見
ら
れ
る
時
に
、
一

U
和
一
気
薬
事
は
握
で
き
一
一

…
は
た
だ
感
必
ず
・
る
ば
か
り
で
あ
歩
合
言
フ
実
胸
憲
一
一
去
を
層
重
恩
一
冬

i
一
る
ぷ
山
富
山
に
は
、
一
一

…
っ
た
。
モ
窪
と
め
が
、
思
四
っ
て
自
の
童
英
き
で
あ
ろ
…
…
っ
て
翼
ず
る
の
は
、
ま
ず
気
象
護
の
確
認
一
一

一
道
鍵
窓
と
で
あ
受
と
、
要
三
が
大
切
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
一
一

一
士
ハ
年
の
文
芸
春
秋
干
貴
号
に
う
」
と
。

一
，
異
常
気
象
は
地
球
滅
亡
の
兆
e

華
民
の
手
製
』
金
脈
問
題
が
一
一
回
の
体
験
室
べ
て
お
ら
れ
る
。
ぃ
。
弘
じ
‘
震
数
時
間
先
の
…
…

…
と
い
う

ν
z
t
z霊

で
原
因
と
は
い
え
、
か
つ
て
の
£
一
一
私
は
昔
、
震
予
報
で
、
こ
の
天
気
予
震
、
話
慰
霊
だ
一
…

…
察
さ
れ
た
。
ス
ト
佐
手
寝
室
の
忠
告
が
…
…
冬
露
天
に
ず
い
ぶ
ん
だ
き
れ
一
つ
富
点
に
な
っ
て
い
る
。
今
一
一

…
ー
を
れ
以
来
、
農
蓄
霊
草
現
実
と
な
っ
た
の
は
、
罪
主
一
一
た
も
の
で
あ
る
。
き
で
考
え
た
回
の
印
震
の
馨
は
、
抵
の
よ
一
一

出
の
が
、
観
一
躍
壬
り
、
は
る
か
選
者
定
言
わ
撃
さ
、
合
一
一

一
じ
め
商
社
の
方
-R
に
至
る
ま
で
異
偶
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

…
襲
警
大
き
な
関
室
主
(
富
豪
華
車
)
…
…
一
西
方
の
日
蓄
の
方
案
建
宰
山
者
に
観
霊
気
の
重
性
一
一

リ
一
一
睡
震
が
あ
れ
ば
た
き
つ
こ
と
な
事
老
っ
て
教
え
て
〈
れ
た
も
一
一

1

2

 

剛
一
一
く
、
宮
と
予
報
す
る
観
苓
謹
気
の
の
と
感
謝
に
た
え
な
い
。
一
一

聞

和

一

一

室

で

あ

え

(

函

館

蓬

気

審

長

)

一

一

昭

d
u
H

日
日
日
目
H
H
H
H
Hけ
H

・uHH
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

川口口
H
H
H
H
H
H
H
H

目H
H

H

H

日
日
H

・H

・-

北

海

道

新
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¥ 

--

一
一
前
回
狩
予
誇
誌
と
す
課
程
げ
い
サ
シ
の
…
…
一
ぽ
路
建
議
一
一
時
時
…

j
一夏、

BZ、
5
5乙
と
窓
口
車
弓
脱
当
設
川
町
駅
伝
一
，

d
が
語
学
い
君
、
書
震
妻
子

一
軒
町
諮
問
懇
話
号
訴
…
…
仁
之
内
比
三
詰
誇
杭
…
…
…
E
争終日

γ

ぃ終日院の言語…

一
一
間
一
時
間
…
…
龍
一

読すれ一挙………語版一

2
3…二第一れれ一刊第

一議さ田一吉川九一品龍一江主誠一長自民一軽回一程齢……

一

千

…

一高のエ

j
t
?
8
2
2
4…一一示。
z
h
j、
;
E、安
3
3…
…
祭
実
言
葉

f
i
;へ……

…去っ容で君。?併の華華しいにおい主一一一

zf・

p-

め申告・

2
S需
に
書
だ
患
い
え
二
場
い

Z
欧
安
宅
旅
宇
奈

2
5……

頭
約
軍
部
川
誠
一
一
一
語
訳
げ
が
刊
誌
行
政
長
引
い
…
…
一
時
計
一
言
語
損
益

三
五
、

Z
E然
が
み
、
審
議
。
フ
の
も
む
若
…
…
…
長
時
同
諸
何
十
五
五
を
…
…
一
票
者
!
?
室
長
;
!
…
…

一失われ、会容に悩粁百本の獲ので争
Q

O

T

H

-

-

……し事タき伊感じる・
C

れはと仁している・

一
逗
な
か
る
よ
。
(
図
書
室
喜
一
二
一
・
1.11
い
河
川
パ
ス

-tILEI--11・
~
…
…
!
?
・
(
国
纂
豪
雪
…
…

一18ー



霊
居
、
章
一
年
〈
ら
い
君
、
地
一
一
一
弘
の
震
の
い
う
の
は
、
一
個
の
時
計
喜
一
…
笑
気
予
報
長
曹
長
い

-aE

…
凋
序
何
で
も
震
の
紋
の
毒
化
書
す
る
と
毛
…
一
期

F
-
2
5間賃
-tt百

窓
…
一
年
少

l
q
そ
の
襲
警

-2、
?
笠
谷
一
…

盛
せ
い
に
与
に
、
報
道
富
市

2
…

…

命

3
4価
暴

-32……

3
2
3建

議
長
議
長
…
…

A
m世
る
、
と
警
を
に
、
む
鰯
入
の
嬰
カ
・
ミ
ニ
ス
ロ

d
自
由
と
も
と
、
気
象
〈
つ
〈
か
ら
で
あ
る
一
一
目
相
埋
ま
、
近
年
燕
隠
て
い
な
い
か
色
白
で
あ
る
・
ガ
ン
は
…
…

一
言
れ
る
。
し
ヵ
ー
か
ら
ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
に
…
…
議
長
時
計
乙
省
、
あ
る
デ
バ
l
ト
三
官
専
制
作
妻
を
き
喜
わ
れ
て
い
系
、
私
一
一

一
七
、
震
決
定
論

2
2
5で
号
と
い
う
説
章
一
…
生
存
裂
の
で
、
自
家
世
界
の
群
グ
ラ
ン
ド
之
ア
な
…
…
て
い
る
・
し
か
k
一
憲
君
、
信

B
れない。というの……

一
撃
事
藍
素
で
あ
る
こ
と
は
与
さ
え
乙
れ
に
は
私
な
の
に
…
…
襲
只
い
っ
し
麗
容
の
修
吾
畠
を
の
ぞ
い
ま
た
が
、
一
一
一
毒
事
の
的
事
そ
の
も
の
向
か
っ
て
ガ
ン
寝
室
喜
一
一

一
疑
い
も
そ
ア
メ

U
Zハ
ン
ニ
つ
の
宮
が
あ
っ
た
。
一
つ
…
…
警
備
え
て
長
っ

2D性
害
方
向
主
義
、
ま
り
…
…
が
、
悠
に
良
〈
な
っ
た
と
は
富
い
っ
島
先
生
涯
誌
を
一
…

一
チ
ン
グ
ト
ン
の
よ
っ
に
、
震
の
は
、
世
界
最
童
話
発
祥
均
一
一
窓
は
、
一
時
ア
メ
リ
カ
の
時
計
並
ん
を
昔
、
中
に
は
書
高
…
一
容
。
天
気
予
報
の
的
事
同
事
門
家
が
、
ガ
シ
霊
長
っ
一
一

…
興
亡
さ
え
気
量
動
に
大
者
主
で
あ
る
ヨ
l
ロ
ヲ
バ
語
、
窓
口
雲
交
っ
た

chg.ぁ

gも
あ
っ
考
書
な
時
計
一
…
毒
し
て
八
素
で
あ
る
。
裏
を
て
い

2である。

一
定
さ
れ
る
、
と
闘
え
象
者
も
あ
毒
化
華
々
進
ん
で
い
る
こ
一
一
音
大
き
い
声
選
言
え
な
い
窓
き
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
…
…
李
と
、
警
の
天
気
予
報
は
、
去
る
二
月
中
君
、
棄
容
…
…

v
i
1
7
夫
一
れ
れ
弓
…
…
明
日
間
関
問
忌
夫
一
日
切
れ
踊
れ
…
…
日
目
指
ぷ
一
一
持
諮
問
…
…

一
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ロ
シ
ア
士
ゴ
あ
っ
た
き
只
数
十
一
一
由
美
い
長
か
っ
た
一
一
イ
ン
フ
レ
盆
請
し
…
…

E
に
き
。
一
ン
夫
一
た
・
盟
し
た
が
、
も

一
壁
、
ド
イ
挙
の
y

一

か

英

語

5
……

J
F、

銀

一

談

英

一

特

許

7
2
3

英
一
言
語
安
ン
で
一
一

一
時
間
つ
討
す
回
一
名
君
。
一
一
一
れ
な
い
ガ
ラ
ス
、
景
子

1
5、
私
た
ち
蜜
…
…
内
諸
諒
一
回
一
諮
問
諸
…
…

…
誇
て
い
奇
芝
、
一
い
和
一
私
の
ロ
ン
グ
脱
届
一
一
一
な
い
ぜ
シ
マ
ィ
、
定
一
和
一
騒
い
患
の
宅
一
一
時
か
つ
て
名
医
長
一
ガ
和
一
会
〈
知
ら
せ
な
か
っ
…
…

語
話
室
諸
方
一
、

f
し
て
、
若
い
雲
ら
…
二
に
量
暴
言
一
時
一
あ
易
、
容
量
一
二
事
実
詩
集
一
一
台
暴
い
の
度
に
、
…
…

における凶作のひん
•• 

，
そ
れ
じ
ゃ
楽
し
み
が
た
一
ポ
舟
く
よ
う
に
な
っ

.

4

品
で
な
い
と
い
う
私
の
一
一
一
一
一
広
九
ま
恩
寵
愛
D
済
問

…
一
生
の
「
私
の
四
回
診
皐
本
人
は
迫
限
緩
¢
研
資
「
一

一
語
、
そ
の
後
の
磐
に
、
警

?
iわ

れ
も
た
一
一
一
時

$
2
5
5号、
i
a麓
存
の
乙
…
…
一
は
、
一
四
%
で
雲
」
と
い
為
露
妻
賢
そ
れ
に
安
し
…
…

…
宛
っ
て
善
す
る
と
い
う
震
を
ふ
し
、
最
近
の
と
婦
人
の
襲
一
一
一
へ
と
、
C
C
数
年
選
豪
華
記
し
い
・
一
一
-
事
〈
こ
と
に
し
て
い
る
。
窓
会
審
わ
せ
る
こ
と
は
、
身
一
一

…
も
そ
そ
れ
が
二
・
二
番
が
ロ
ン
グ
長
わ
三
ち
を
…
…
…
で
あ
る
・
私
皆
分
遅
し
い
時
辞
表
字
程
、
か
っ
一
一
一
言
霊
登
来
訴
事
長

gな
つ
き
あ
…
…

一

E因
の
一
つ
を
、
目
撃
号
、

3(ど
)
在
、
…
…
一
計

3
5い
の
ご
て
友
会
;
目
撃
…
…
…
ご
皇
室
が
、
似
っ
ち
さ
神
に
寄
与
一

一
段
語
長
野
間
時
間
一
叫
将
司
一
一
円
二
時
日

d
q創
刊
は
一
府
幹
」
釘
切
符
…
…
…
鰐
は
ね
い
設
計
約
諸
説
ー
…
…

一
績
は
喜
ろ
ん
を
と
、
ェ
チ
オ
潮
の
最
予
報

E良
く
当
た
一
二
五
充
義
っ
て
い
る
。
自
き
し
て
篤
い
て
い

7
…
…
一
の
事
、
名
実
老
に
議
応
戦
後
、
結
欝
薬
密
室
…
…

…
ピ
ア
暑
の
を
、
大
干
ば
つ
っ
た
わ
い
、
白
心
ほ
毛
え
ん
一
二
と
乙
ろ

2儀
壁
E
T
6
y署
議
襲
警
官
…
…
一
過
を
て
い
る
が
、
患
と
な
か
っ
去
に
と
っ
て
は
宅
、
…
…

…とい，フ異常天候によ
D
、
震
で
い
る
の
で
き
。
一
一
一
当
語
草
票
、
疑
問
に
恩
つ
露
宴
術
者
の
謀
、
第
三
一
一
る
井
美
気
予
報
の
的
事
と
、
そ
ガ
ン
の
裏
崇
正
、
両
手
…
…

一
が
飢
餓
に
ひ
ん
左
翼
と
し
で
(
函
館
海
義
審
号
一
一
一
て
い
る
匂
実
韓
基
ら
じ
い
の
で
き
・
…
…
一
一
皇
宮
な
い

LP与え
る
・
経
営
れ
な
い
心
境

5・……

ん

芳

三

一

流

・

・

j
i
-
-
…
…
…
口
滝
川
は
ほ
比
一

HIM-HHHM沼
沼
河
口
町
一
一
警
報
の
問
事
会

aa撃
さ

…

…

嗣，訴、

、a〆
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中
国
に
お
け
の
気
象
業
務
晶

za察
し
、
中
闘
で
…
…

宙
広
.
H
4
J

る
地
震
予
知
に
は
長
期
予
報
に
衆
知
事
ι
集
め
て
お
一
一

↑

d--ー
一
つ
山
V

て
は
、
雑
り
よ
例
え
ば
カ
エ
ル
の
冬
隠
滅
態
一
一

一
期
♂
¥
蕗
「
自
然
」
で
ま
の
天
候
予
警
ruて
い
る
、
…
…

紹
介
さ
れ
、
ま
と
い
う
よ
う
な
報
告
を
じ
た
ζ
と
一
一

一
た
、
去
る
二
月
に
時
速
事
高
が
あ
る
。
じ
が
u
、
と
つ
ひ
い
き
…
…

一
一
に
お
け
る
地
震
予
知
が
、
短
期
的
め
に
み
て
ち
、
カ
エ
ル
で
天
候
の
…
…

一
に
賀
長
期
的
に
も
、
ド
ン
ピ
シ
長
期
予
報
が
で
重
る
と
は
考
え
ら
…
…

…
ャ
り
と
い
う
こ
と
で
、
国
期
的
な
れ
な
い
。
ど
う
も
そ
の
発
想
が
地
一
一

…
成
功
が
伝

S46れ
て
い
る
。
し
か
震
予
知
の
場
合
と
良
〈
似
て
お
一
一

一
し
、
私
民
総
高
的
に
考
え
て
、
旬
、
な
ん
主
噛
〈
、
中
国
に
お
け
一
一

一
と
フ
も
納
得
の
い
か
な

h

l

る
今
後
の
斜
学
研
究
の
一
一

一
い
点
が
あ
っ
た
o

一
泊
刈
:
一
方
向
が
ラ
か
が
え
幸
晶
一
一

塁
あ
る
新
聞
に
、
一
ヲ
一
主
気
が
す
る
。

一
地
震
と
い
う
テ
1
マ
の
一
予
英
一
日
家
に
お
げ
る
地
一
一

一
一
連
織
の
中
で
、
中
国
の
一
一
践
の
機
感
者
で
あ
る
一
一

一
…
地
震
予
知
に
つ
い
て
述
一
震
回
一
室
撃
が
、
霊
の
…
…

…
べ
て
い
る
。
中
国
で
一
日
一
外
国
の
維
誌
に
地
震
予
一
一

一
時
国
家
事
業
一
と
し
一
塩
;
一
宮
沢
長
女
義
…
…

…
て
組
織
的
な
観
測
と
研
.
句
手
ぞ
い
る
。
そ
れ
に
…
…

…
究
が
行
わ
れ
て
い
る
乙
と
は
理
解
よ
る
と
，
い
っ
、
ど
こ
に
、
。
ど
の
一
一

一
一
で
き
る
白
日
本
の
現
状
と
比
べ
程
度
の
地
震
が
起
こ
る
か
'
と
い
一
一

一
一
て
、
う
事
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。
う
予
知
に
は
、
葬
差
遣
い
一
一
丸

一
と
こ
ろ
が
、
予
知
の
た
め
の
デ
1
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。

一
タ
は
民
間
晶
子
P
轟
め
、
，
パ
ン
も
し
、
中
国
の
地
震
予
知
が
学
一
一

一
一
ダ
が
突
黙
鳴
く
'
と
い
っ
窄
ち
閥
的
に
確
立
さ
れ
た
も
の
な
ら
一
一

一
一
な
動
物
の
前
兆
に
昼
留
意
し
て
い
ば
、
学
術
雑
誌
に
公
串
劃
さ
れ
る
で
一
一

一
る
と
い
う
。
乙
う
な
る
と
、
中
国
あ
ろ
う
し
、
日
本
と
し
て
も
そ
の
一
一

一
の
地
震
予
知
に
経
心
暗
皐
と
な
ら
予
知
の
方
法
を
知
る
こ
と
が
急
務
…
一

可

望

事

を

得

な

い

。

の

は

ず

で

あ

奇

撃

符
L
、
私
の
同
僚
が
ゆ
闘
函
館
海
洋
気
縁
台
巷

同齢

52iiEiiiiEi鰐!?REAj
認と。とえ達 02- 一 経皇、をお仁霊

話役立は五時蝦夷歳時記まホ23Bt部室経"

面器Eiiiせが和田英夫 内i長老iiii;;
重言君主守232F3231;2322伝言2長ダ
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、、、

こ
の
た
び
織
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
一
一

重

護

問

診

察

言

語

警

管

一

…

一

一

持

労

藷

護

、

に

、

気

象

箪

あ

豊

署

と

公

共

一

一

淳
討
を
隔
て
た
陸
を
し
て
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
一
一
一
一
例
錦
町
台
管
君
寝
袋
霊
安
あ
露
志
コ
ミ
一
一

4
川

-

一

-
-
"
q
-
M
M畠
田
富

吋
続

F
需
の
ホ
タ
そ
の
後
の
調
査
の
結
果
、
な
ん
と
一
一
一
一
斉
〆
官
通
遜
と
共
よ
グ
1
ジ

g
yに
去
、
適
切
一
一

曲

刑

事

長

今

や

主

因

を

つ

か

芝

う

で

き

。

…

…

…

…

に

、

大

豪

華

き

が

出

去

、

患

の

…

…

日
ン
ゴ
に
狭
ま
た
、
ホ
タ
テ
の
へ
い
宛
の
鼠
図
一
一
一
一
災
容
を
受
砂
た
。
と
え
が
、
犠
場
合
で
弘
、
貴
い
人
命
を
助
け
ラ
一
一

一
一
ぐ
脅
震
の
特
宮
と
な
っ
た
。
に
つ
い
て
は
~
過
密
接
殖
空
襲
一
一
一
一
牲
者
の
ほ
え
謀
、
土
砂
霊
堂
管
て
い
る
。

一
私
が
小
学
生
の
こ
ろ
、
脅
森
市
の
ι

汚
染
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
脅
森
県
一
一
一
一
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
突
は
日
集
中
豪
雨
に
よ
る
災
密
で
、
ζ

…一

一
築
家
の
一
近
く
に
下
宿
じ
て
い
た
大
と
し
て
も
総
力
を
挙
げ
、
そ
の
究
一
一
一
一
太
に
お
け
る
愚
涯
の
気
象
災
寄
れ
ま
で
多
く
の
毅
飢
が
生
去
れ
て
…
…

一
挙
出
の
若
い
人
が
、
ホ
タ
テ
の
研
閉
に
努
め
て
い
る
。
一
一
一
一
は
、
台
風
災
資
与
引
p
h
u、
集
中
い
る
・
な
ん
と
い
っ
て
も
、
住
民
…
一

一
宛
を
始
め
た
の
を
記
憶
し
て
い
と
こ
ろ
で
、
地
海
道
の
晴
襲
穏
一
一
一
一
疲
爾
に
伴
ろ
白
ぐ
ず
れ
、
が
け
く
の
心
の
中
に
あ
る
「
私
の
と
ζ

ろ……

一
る
。
々
に
し
ず
怠
語
、
そ
れ
が
や
サ
ロ
マ
測
に
お
宮
ホ
タ
テ
の
一
一
川
ず
れ
、
土
石
涜
(
山
海

-

E

-
怪
文
芸
さ
と
い
う
安
一
一

一
現
在
の
ホ
タ
テ
の
権
威
-
:
ー
-
餐
形
は
、
.
大
丈
夫
で
あ
一
一
一
波
)
な
と
、
人
災
仁
よ
一
浦
川
町
一
心
臓
が
、
結
果
的
に
明
一
一

一
吉
本
空
路
建
」
一
事
夫
一

3・
も
完
十
一
一
一

Zい
え
F毒
筆
一
明
夫
一
撃
建
て
い
る
。
ま
…
…

…
あ
っ
考
委
テ
警
一
ヒ
一
分
類
障
害
し
て
い
る
口
一
挙
〈
な
っ
て
い
る
の
一
菊

E
一
た
、
集
中
豪
雨
そ
の
一
一

一
定
宮
、
四
十
年
以
一
川
ノ
英
一
員
長
、
特
に
噴
火
一
一
一
が
、
ぞ
い
形
恕
な
の
一
の

2

8が
、
一
過
伎
で
な
…
…

・
一
上
の
裏
窓
援
な
の
一
の
一
湾
は
、
か
つ
て
の
憲
一
…
…
で
あ
る
。
一
書
回
一
ぇ
容
。
に
な
っ
て
一
一

一
で
あ
る
。
一
岸
旦
に
よ
る
量
網
実
の
…
…
…
私
に
は
、
予
報
考
と
一
災
一
・
も
油
断
で
差
い
・
さ
…
…

と
乙
ゑ
そ
の
要
一
芹
一
書
号
、
皇
期
一
一
一
し
て
永
年
抱
い
て
是
一
象
和
一
ら
に
、
雨
を
み
が
一
一

一
宅
、
霊
、
原
子
力
一
吋
和
一
喜
美
薬
、
今
年
一
…
…
…
震
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
気
一
署
長
簡
を
、
…
…

一
鉛
以
ょ
の
文
騒
ぎ
が
一

-
J

一
の
対
馬
暖
施
が
強
い
と
一
一
口
，
気
象
災
容
の
際
、
厳
;
が
け
〈
f
hが
発
生
じ
…
…

…
…
持
主
が
っ
て
い
弓
と
い
う
の
い
を
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
盆
一
一
一
一
雪
雲
語
、
時
襲
警
て
昔
、

c都
議
賓
の
ニ
…
…

一一は、

C
の
禁
句
ホ
タ
テ
の
カ
で
あ
る
。
原
秀
島
む
つ
長
一
一
一
一
失
う
と
老
多
安
示
、
予
一
撃
重
君
原
因
と
な
っ
て
い
る
.
…
…

一
テ
裂
を
へ
り
か
ら
溶
宮
対
し
茎
量
還
の
翼
に
と
一
一
一
一
盆
切
奪
事
を
っ
て
、
人
雪
合
、
ζ
の
奈
め
番
…
…

…
…
と
い
品
開
に
俊
さ
れ
、
蚕
の
つ
支
乙

P
Oの
表
F
の
被
一
一
…
一
命

5は
堕
ち
る
e
と
い
品
堂
皐
に
一
度
議
中
豪
雨
に
よ
…
…

…
一
ホ
タ
テ
が
へ
い
売
し
て
い
る
。
さ
瞥
は
、
費
支
の
欝
露
(
へ
き
れ
き
〉
一
一
一
…
念
で
る
令
。
例
え
堤
レ
ー
ダ
ー
る
天
災
だ
と
い
う
。
し
か
し
歎
年
一
一

一
b
に
、
七
月
に
は
忽
淘
も
よ
り
、
で
あ
っ
た
に
遣
い
な
い
。
し
か
一
一
一
一
で
異
常
な
エ
コ
』
が
観
測
ヌ
抗
た
来
、
地
球
寒
冷
化
と
闘
再
検
気
象
を
…
…

…
一
ホ
タ
テ
の
建
襲
流
さ
れ
る

ksz警
察
を
つ
一
一
…
…
場
合
に
、
レ
ー
ダ
ー
彦
選
、
快
玉
霊
長
，
同

vg……

…
と
い
う
大
き
な
被
容
を
受
け
、
陸
い
て
の
自
然
の
著
示
で
あ
hu、
施
一
…
…
…
ど
の
く
ら
い
需
が
降
っ
て
い
る
か
な
気
象
災
穫
が
、
明
日
に
負
再
ぴ
一
一

一
審
の
漁
民
に
と
っ
て
審
問
慰
霊
露
関
に
と
っ
て
も
、
建
一
一
一
一
お
ら
な
い
。
予
報
害
じ
毒
、
警
ら
な
い
宰
最
ら
な
い

L
……

一
に
な
っ
て
い
る
。
の
火
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
思
…
…
…
…
そ
の
近
傍
か
ら
の
降
雨
量
切
入
手
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
・

忽
潮
に
よ
る
警
に
つ
い
て
え
(
図
襲
浮
気
象
台
幸
一
二
一
議
一
等
号
で
あ
り
、
そ
歯
館
建
喜
子
一

…
の
資
料
が
そ
の
後
の
適
切
な
予
嘗

地&

カ
シ
タ
ン
と
の
業
複
で
よ
て
鳴
い
て
い
る
が
、
一

一
，
関
与
搾
い
う
虫
の
乙
と
捕
事
誌
の
健
室
あ
り
の
日

M
川
掛
川
帽
を
知
っ
て
い
る
も
会
迂
大
き
い
業
援
で
暗
い
て
い
一

d
仏
情
方
が
、
案
外
少
る
時
で
あ
る
。
鳴
い
て
い
る
業
に
一

な
い
。
重
L

処
食
べ
た
跡
裂
が
あ
い
て
い
一

一
は
，
コ
オ
ロ
ギ
斜
の
黄
緑
色
の
乙
る
の
で
す
ぐ
風
当
が
つ
く
・
足
音
一

一
一
ん
虫
で
、
縫
拡
前
週
(
し
)
を
霊
を
忍
ば
せ
て
そ
っ
と
近
付
き
、
諒
一

一
直
に
た
て
ル
ル
ル
ル
と
つ
づ
け
て
か
む
の
臨
を
取
っ
て
捕
え
る
の
で
一

一
鳴
く
e
と
あ
る
。
そ
の
カ
ン
タ
あ
る
。
縁
側
に
つ
る
し
た
が
む
の
一

一
シ
が
、
一
宿
舎
の
周
辺
で
鳴
い
て
中
で
、
小
さ
い
き
ゃ
し
ゃ
な
体
で
一

一
昔
、
私
の
幼
い
日
の
記
憶
を
降
鴫
y
、
音
時
雲
仙
加
と
な
く
一

一
ぴ

R
U亨
、

れ

る

。

綜

レ

さ

と

表

れ

さ

を

感

一

私
安
芸
ン
と
い
一
ン
:
一
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
一
一

一

三

宮

奨

を

知

っ

た

の

一

ョ

一

る

。

一

一

一
一
処
物
心
が
つ
い
た
ゐ
一
タ
英
一
東
京
で
時
郊
外
の
一
一

一
う
な
幼
い
時
の
と
と
で
一
一
高
尾
山
ま
で
泊
串
お
か
一
一

一
一
君
。
議
長
飲
ん
一
ン
回
一
宅
カ
ン
タ
ン
章
一
一

一
で
き
げ
ん
の
よ
い
時
一
日
一
き
に
を
。
そ
れ
が
函
一
一

一
尺
あ
お
む
け
に
な
っ
一
カ
;
一
館
高
層
な
が
ら
に
一
一

一
た
両
足
の
よ
に
私
を
乗
回
し
て
刃
ン
タ
ン
を
聴
け
一
一

一
せ
て
「
郎
郎
(
か
ん
た
ん
)
は
拶
る
。
よ
く
気
誌
は
で
み
る
長
一
一

一
の
杭
(
ま
く
ら
)
と
む
ぎ
あ
い
」
校
と
昼
、
さ
ら
に
雨
の
臼
と
刃
ン
一
一

一
一
と
両
手
を
離
し
て
遊
ん
で
く
れ
た
タ
ン
の
醐
マ
情
絡
が
、
一
禁
容
Q

よ一一

一
も
の
で
あ
る
。
自
仏
で
も
不
思
議
う
に
思
一
わ
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
、

一
に
思
う
く
ら
い
問
訟
に
残
っ
て
い
虫
の
ト
音
に
感
じ
る
の
処
日
本
人
一
一

一

一

る

。

の

脳

だ

げ

で

あ

る

乙

と

が

、

最

一

一

し
か
し
、
カ
ン
タ
ン
と
い
う
虫
実
科
学
的
に
証
閉
さ
れ
た
と
一
一

一
を
実
際
に
見
た
の
時
小
学
生
に
い
う
。

-
一
な
っ
て
か
ら
で
、
父
が
虫
か
色
を
と
と
去
れ
て
な
ほ
郎
関
の
う
す
一
一

一
持
っ
て
、
カ
ン
タ
ン
愛
情
り
に
連
み

P
5

一
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
時
で
あ
る
。
蜜
安
脇
生
先
生
の
佳
旬
で
あ
一
一

一
一
カ
ン
タ
ン
は
、
秋
風
に
摺
れ
る
豆
る
。
(
箇
飽
海
洋
気
象
台
長
)
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乙
の
秋
の
田
健
打
っ
て
一
丸
芝
な
り
、
長
期
二
喜
志
事
故
夏
只
思
い
切
っ
て
買
っ
た
の
が
一
一

回
切
信
崎
町
録
的
な
残
暑
に
予
報
の
研
担
品
目
ま
い
進
言
。
決
意
-
一
一
陣

1
守
、
宮
川
非
常
事
鎖
直
，
私
の
愛
ヂ
で
参
令
よ
く
考
一
一

村
凶
以
訳
文
長
期
を
固
め
さ
と
あ
る
e

す
な
わ
…
…
一
叫

'R
雷
」
「
飲
酒
運
手
主
室
、
自
霊
長
る
の
一
一

万
出
荷
予
一
線
の
ハ
ズ
レ
有
果
宰
費
予
報
処
一
刀
一
一
一
朝

hp
転
逮
捕
」
と
い
詰
十
年
ぶ
り
で
あ
っ
ち
泰
一
一

が
新
聞
の
設
省
局
予
報
を
飛
ぴ
結
え
丈
六
カ
月
一
一
一
ラ
方
針
に
ち
か
，
愛
車
を
買
っ
た
'
と
雷
っ
て
一
一

欄
を
に
草
し
て
い
る
。
気
設
庁
先
の
裏
の
去
寧
孝
信
ま
っ
一
一
一
か
わ
妻
、
書
の
葺
境
が

m
h
r
E話
華
と
思
う
人
が
一
一

の
長
期
予
報
処
甘

aLよ
り
か
て
い
る
。
一
一
一
え
つ
づ
砂
て
い
る
。
ζ
の
舗
で
、
い
な
か
っ
色
が
、
そ
れ
だ
げ
自
動
一
一

か
っ
た
「
感
」
で
雪
、
乙
笠
ぜ
職
後
、
輩
毒
の
義
明
哲
一
一
一
懇
池
え
が

d
筆

の

享

-
g一
が
、
人
聞
社
会
福
官
や
ん
で
一
一

ん
と
ワ
y
を
つ
く
よ
う
な
発
授
は
底
窟
闘
に
及
ぶ
膨
大
な
資
棋
と
電
…
…
…
め
'
を
密
か
れ
た
が
、
私
も
黙
っ
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
う
。

や
ゆ
や
と
い
う
の
で
あ
る
。
子
計
算
機
の
活
用
日
L
L
宮
、
震
近
一
一
一

i

て
お
ら
れ
な
〈
な
っ
た
1

表
面
串
を
駆
っ
て
開
鈎
亙

h
ーか一一

か
つ
て
の
塞
穿
に
お
宮
長
の
長
期
予
報
社
、
震
の
進
歩
を
一
一
一
実
倍
、
戦
後
聞
も
な
い
あ
る

2・
zuき
は
宮
い
塗
品
蹄
一
一

期
予
報
の
責
任
者
と
し
て
い
る
。
し
か
竜
一
一
一
目
、
突
撚
父
が
自
動
車
・
・
ー
・
・
念
、
ち
ょ
っ
と
疲
れ
る
一
一

セ

美

永

年

一

え

一

一

2
2議
予
…
…
一
ご

5
2〈

な

こ

車

・

2
一
が
、
雪
同
ペ
ダ
ル
…
…

そ
喜
朗
英
語
一
甘
夫
一
線
を
や
っ
て
い
る
の
一
…
…
…
ち
車
窓
健
一
:
芳
一
童
手
て
も
よ
い
…
…

わ
っ
玉
棄
に
二
に
英
一
同
時
世
界
中
音
京
だ
一
一
一
一
を
の
を
自
に
さ
え
一
費
英
一
三
い
の
ス
ピ
ー
ド
一
一

一
乙
翁
を
借
り
て
一
一
椴
;
一
げ
で
き
。
ぶ
晶
一
一
一
一
あ
え
な
か
っ
ち
を
の
一
一
が
ち
る
。
震
の
あ
っ
…
…

震
草
色
い
一
宇
田
一
筆
哲
警
の
長
一
一
一
一
後
、
撃
と
し
て
の
普
一
の
回
一
島
民
山
峡
(
か
一
一

た
い
。
一
朝
和
一
期
予
報
提
管
の
一
一
一
一
銭
も
さ
る
を
な
が
一
旦
む
を
吹
一
色
を
喜
一
一

日

本

@

覇

予

報

一

義

一

芸

季

報
m
y常
事
一
一
一
一
ら
、
私
に
は
」
盆
の
災
一
臥

j

一
主
義
の
一
つ
も
で
一
一

仲
完
日
本
に
お
け
・

1
1

・
閥
的
体
系
護
基
れ
一
一
一
一
艇
で
父
集
っ
た
語
。
・
4

.

る
と
い
う
爽
(
雪
)

る
稲
作
の
冷
容
を
軽
織
す
る
た
て
い
な
い
。
手
お
な
撃
前
線
拠
一
一
一
一
の
方
が
大
会
ミ
今
で
も
父
の
苑
快
な
気
分
に
一
な
る
司
そ
の
う
え
早
一
一

一
句
麗
の
蚕
予
報
の
研
究
に
の
な
い
愛
警
察
ら
や

@
2
一
一
一
五
き
ら
雲
れ
な
い
で
い
る
。
最
の
鍍
錬
に
な
P
、
健
一
空
も
一
一

一
蝋
妻
賢
平
年
の
伝
誌
な
い
う
。
し
官
ガ
シ
の
富
が
一
一
一
一
と
い
う
ね
宅
一
ζ

れ
ま
で
自
分
よ
え
ま
さ
に
一
室
一
馬
い
や
一
一

一
歴
史
が
あ
る
・
眠
時
中
に
お
い
わ
が
P
な
〈
て
莞
患
者
が
く
れ
一
一
一
一
で
寧
一
を
持
と
う
と
い
う
気
持
ち
に
帯
翁
審
放
念
考
免
る
長
一
亘
一
一
一
一

一
石
葉
地
方
詣
犠
霊
会
時
底
捜
勢
奮
君
事
療
…
…
…
…
な
っ
た
乙
と
も
を
:
自
動
車
鳥
で
あ
る
。

一

塁
-
U

『
蓄
を
蓄
す
る
の
背
木
盆
貿
の
切
な
る
蓋
一
一
一
一
日
常

2
宅
時
マ
イ
カ
ー
交
に
一
会
曳
宗
主
ら
一
一

ト
一
炉
、
審
事
費
露
識
で
あ
選
ま
っ
怠
萄
予
建
歴
史
一
十
一
一
怒
号
弘
文
京
需
品
う
こ
ぬ
裏
に
あ
っ
藍
暴
君
主
一
一

一
予
と
い
う
訓
示
襲
っ
て
お
闘
に
み
て
奇
い
童
忌
き
…
…
…
一
と
堅
手
な
い
・

1ν
か
し
『
客
足
一

8
Z釜
誌
の
で
…
一

一
旦
当
隠
の
事
詣
で
曾
え
ば
わ
区
い
か
な
い
の
で
あ
る
・
一
一
一
一
寄
り
に

mT2轟
に
伸
、
氷
雪
・

一
「
葉
地
方
気
象
官
暴
露
員
函
館
建
気
象
台
母
一
三
一
使
さ
と
が
あ
る
。
き
で
乙
の
歯
襲
洋
気
象
台
長
〉

回/

法!?iiFi説明野!??iiiiii質;iii!?選出擁護協霊場鮪;?22j
iぞお雲季語とEぁ義憲宏J空 の 旅言誉議雪キ手控彦表裏

;議長委員詳し4;己主昔話iii!?i!
;5.!?i:523;議?iiiri話路i!?;;

-23-

』〆



ii!?!ii i 

溝型!?雪和田英夫siiiiiiiiiij
!ijiiiihi!?ii;ijiiiiTiiiii!;i 
;;ii芸能芸能話題謀長信越 11

;!? 
耕民主!?ょ;で君主?懇話器!?:

-24-

也、

地ι



ζ
の
閥
、
テ
い
・
午
後
に
は
所
用
が
あ
hu
、
い
一
一

地
[
¥
レ
ピ
で
一
涜
の
ら
い
宇
る
が
、
聞
く
と
、
喜
一
一

同
b
同
叫
噌
医
学
者
が
出
席
順
審
で
な
い
と
言
わ
れ
る
。
ょ
う
一
一

草
一
官
量
し
て
、
高
血
圧
や
く
診
察
渉
受
げ
た
ら
、
血
圧
が
一
一

に
つ
い
て
の
特
と
ん
育
ち
な
く
高
い
。
先
生
が
ぴ
一
一

戸
集
放
送
が
あ
っ
た
。
永
年
持
宙
開
と
っ
く
り
し
た
の
で
e
順
番
が
遅
い
一
一

一
し
て
悩
む
私
に
と
っ

τ、
大
変
参
の
で
、
顕
に
き
て
い
た
と
こ
ろ
で
一
-

一
考
に
な
っ
た
。
号
ん
、
疫
鎖
的
関
す
e

と
屈
し
?
』
@
ち
ょ
う
ど
居
合
一
一

一
査
や
血
圧
の
力
学
的
繍
鱒
の
究
わ
せ
た
怠
者
が
，
ζ
の
病
院
で
日
一

一
明
£

rR童
が
血
圧
に
及
ぼ
は
、
震
患
者
が
、
っ
て
業
め
一
一

一
す
影
容
の
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
見
て
、
前
も
っ
て
驚
葬
姦
ん
で
一
一

一
方
な
ど
、
学
問
的
に
も
い
る
'
と
聞
か
し
て
く
一
一

一
興
味
深
か
っ
た
。
し
か
一
日

u

:
一
れ
た
。
先
生
の
適
宜
な
一
一

「
υ
、
葉
市
山
富
山
な
ど
、
一
ヲ
一
処
簡
で
、
そ
の
後
、
乙
一
一

一
そ
の
対
策
に
は
、
い
ろ
一
・
英
一
の
よ
主
こ
と
が
な
え
一
一

-
一
い
ろ
釆
解
決
の
問
題
が
一
向
山
一
な
っ
た
が
、
ま
さ
に
、
い
一
一

一

あ

を

い

え

一

回

一

ら

い

色

の

ス

ト

レ

ス

が

一

一

そ
の
中
で
、
患
者
に
一

1
一
血
圧
に
大
き
な
影
穆
を
一
一

一
よ
っ
て
は
、
霊
婚
と
一
言

1
一
井
実
例
で
君
主

一
医
師
が
測
定
す
る
血
E

・・

l

・
気
象
台
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。
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わ
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。
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と
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長期予報回顧キ

ー藤原賞受賞記念講演一

手口 田 英 夫

¥ 

この度，私の恩師であり，また畏敬する藤原先生を記 に利用したいという願いでした.というのも，気象技術

念した藤原賞を頂き，本当に身に余る光栄と，感慨無量 官養成所を卒業すると間もなく，富士山で1カ月以上に

の思いです.藤原先生については，多くの思い出があり わたり冬山の観測をしたのと，その後短期間ではありま

ますが，次の二つのことが，今なお脳裏に強く残ってお すが高層当番を体験したのが私の夢の基盤となっており

ります.その一つは，昭和19年に私が当時の中央気象台 ます.また，戦前のことになりますが， ドイツの Baur

で高層当番として， 3，000米の高度における天気図を描 博士の長期予報に関する著書が「長期天気予報入門」と

いていた頃のことです.既に台長をしておられた先生 題して翻訳されました.その中で，はん天候という考え

は，出勤の途中予報の現場へ寄られ，私の描いた等圧線 方も魅力的でありましたが，それにも増して驚いたこと

について，自ら消しゴムを持たれて，それこそ手に手を は，“地上のじよう乱は成層圏の気圧傾度によって指向

とって修正しながら教えて呉れたことです.もう一つ される"と指摘していたことです.さらに，その指向

は，昭和23年に，青森測候所に勤務していた私が「等位 は，通常西から東へ向かうが，時には西へ向かうことも

解析による台風進路の予想について」という論文を，中 あるという現象を，具.体例をあげて説明してありました.

央気象台で発表した時のことです.先生は会場の一番前 この Baur博士の小冊子が，私の夢を益々増長させる結

に座ってお聞きになり，発表終了後いろいろ質問され， 果となったようです.しかし現実には，召集，北支・中

同時にご指導を頂きました.私の論文の趣旨は，当時の 支への出征という戦時中のため，私の夢は一時挫折せざ

乏しい高層資料を用いて， 等位解析を行ない，“台風は

上層等温位面における高度の低い地域へ進む"というも

のでした.後に先生の随筆集の中に，台風進路の予想方

るを得ませんでした.

一方，戦時中における長期予報の研究は，昭和16年か

ら東北地方において，全気象官署が協力して行なうよう
、議v

法として，私の研究を評価されて取りあげているのを見 になりました.その目的は，稲作の冷害による被害を軽

て，本当に嬉しかったことを覚えております. 減し，国策に協力することにありました.戦時中ではあ

さて，本日は受賞の記念講演ということですが，この りますが，長期予報の研究に.東北地方の全気象官暑が

機会に学問的なことというよりも，私の歩んできた長期 当たったことは，気象庁の研究史上類のないことであっ

予報の道について，過去を振り返りながらお話し申しあ たと思います.その当時の指導者は，仙台地方気象台長

け・たいと思います.その方が，私には何となく藤原賞に の森田稔氏で，戦時中はもちろんのこと，終戦後も食糧

ふさわしいように思われます. 難にもひるむことなく.益々長期予報ρ研究促進の努力

私の若い頃の夢は，何とかして高層の資料を長期予報 が続けられました.私が青森測候所へ転勤になり，仙台

で行なわれた東北地方長期予報研究会で，初めて研究発

* Review of Long-range Weather Forecasting. 表したのが昭和21年3月のことでした.

紳 H.Wada，函館海洋気象台 戦後，数年間における東北地方の長期予報の研究を娠

1976年8月
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り返ってみますと，広範囲の資料に乏しく，長期予報探

究のための方法論が主体をなしていたように思われま

す.この頃の私の思い出は，昭和26年に“オホーツグ海

高気圧は背が高い"という研究を発表したことです.そ

の動機はこうです.青森測候所で勤務していたある日，

晴天の夏空に浮かぶ絹雲を観測していますと，正しく東

から商へ動いているのです.天気図を見ますと，いわゆ

る発達したオホーツク海高気圧型でした.当時としては，

オホーツタ海高気圧は背が低い型で，高層まで東風が吹

いていることは思いもよらぬことでした.私は絹雲の西

進を Baur博士の指摘した東風の指向の実例の発見とひ

そかに喜んだものでした.念のため，過去の観測原簿を

調べてみますと，やはり絹雲の西進している例が見つか

ったのです.このような数例を集めて，札幌の高層観測

資料を参照にして“オホーツク海高気圧は背が高い"と

発表したのでした.しかし席上で“それは発達した低気

圧に吹き込む風に過ぎない"と否定され，原稿をストー

プで焼いてしまいました.今考えますと.残念なことで

した.

実は，私と長期予報の付き合いは，病気療養のため昭

和26年から長い間中断し，再び本格的な研究を始めたの

は.仙台管区気象台の予報課長に就任した昭和32年から

です.その頃，私が興味を持った論文が，須田・朝倉両

博士の「昭和29年の梅雨に関する研究」です.この論文

は，日本の梅雨を北半球の大循環という観点から初めて

解析した，当時としては画期的なものでした.その論文

の中に，昭和29年5月の 500mb平均図が掲載されてお

りました.ところがその図上で.平年であれば北極地方

にあるべき極低気圧が，オホーツク海の方に著しく偏位

しているのを見て，これこそ北日本の冷夏予報の前兆と

して大きな示唆を得たのです.というのは“5月の富士

山の風が強いと，北日本は冷夏になる"という従来の統

計的予報法則に，総観面からの意味づけの可能性を見出

したからです.一方この頃， アメリカの LaSeur教授

が“周極流の非対称と天候"に関する論文を発表してお

り，上層における極低気圧の動向が，長期予報にとって

極めて重要だという認識を持つに至りました.

私の長年の夢が現実となったのは，ベルリン自由大学

から発刊された Met.Abh.のあの黄色い本の中に，成

層圏天気図を見た時に始まったと言えるでしょう.それ

は昭和36年のことでした.その後，同じ誌上に掲載さ

れた Warneke博士の 1ヒ半球成層圏の気温変化"や

Labitzke博士の“上部成層圏の総観解析について"と

いう論文を翻訳して，東北地方長期予報速報に投稿した

ものでした.その頃のある日，私はベルリン自由大学か

ら手紙を受取りました.差出人を見ますと著名な Sche-

rhag教授からでした. その内容は，私が欧文い報に発

表した“極低気圧の動向と長期予報"という論文の中

で，成層圏の突然昇温の時期と北日本の夏の天候につい

て興味あることを述べられ，同じような趣旨の研究を弟

子の Labitzke博士が研究しており，今後 Met.Abh. 

を送るから更に研究を続けるようにというものでした.

私のささやかな研究が Scherhag教授の目に触れ，直接

励ましの手紙を頂いたことは，まさに涙のでるような嬉

しいことでした.先生のご厚思に対しても，何らかの形

で成層圏循環の長期予報への応用に関する研究を推進す

る決意を新たにしたものでした.丁度この頃，昭和38年

1月の毎日の成層圏天気図が手許に届きました. 10mb 

の天気図を開いてみますと 1月下旬初めにカナダ北部

にあった -800Cの極夜うずの領域が，わずか一週間

で OOCに上昇するという， まさに劇的な突然昇湿の天

気図が掲載されていたのでした.この 1月は，北陸豪雪

の年として知られていますが，今世紀最大の異常な天候

の冬として，世界各国の気象学者の研究対象となった年

でもあったのです.対流圏の過程も併せて調べてみます

と，両者の因果関係はどうあろうと，このような成層圏

循環の特性は，世界的な異常天候に密接に関連してお

り，総観気象という面から，異常な冬の天候予想の可能

性を確信するに至りました.

さて，昭和39年の春，図らずも長期予報管理官を命ぜ

られ，気象庁の長期予報に関する責任者として勤務する

ことになりました.私はまず予報ということよりも，長

期予報の大きな目標である例えば北日本の冷夏や西日本

の干ばつなどの異常な天候の実態の究明に重点をおい

て，対流圏，成層圏の資料を用いて，大循環という観点、

から調査を進めることにしました.このためには，どう

しても過去資料の収集と，それを利用できるようにする

ことが必要になりました.特に成層圏の資料について

は，ベルリン自由大学の Labitzke博士を通じて多くの

資料を入手しました.一方，当時の日本における長期予

報研究者の数は極めて少なく，その理由のーっとして，

地方で何を調査するにも，資料を入手するのが困難なこ

とがありました.そこで対流圏はもちろんのこと，成層

圏資料も含めて電計で処理し，すぐ調査に使えるように

印刷配布する方針をとったのです.これらの資料を用い

た研究成果は，毎年開催される全園長期予報検討会の席

屯天気/123.8. 
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上で発表され，その集大成が季節予報指針(気象庁刊

行〉としてまとめられております.

ごく最近の長期予報研究の動向については.よく知ら

れていると思いますので，今回は特に述べませんが，私

としては，これまでの研究で，日本における異常天候の

実態が，少なくとも同時関係において，平均天気図上で

かなり明確になってきたと信じております.何でもない

ことのようですが，方法はともあれ，対流圏や成層圏の

天気図上で，長期予報ができるようになったととは，戦

前のことを考えますと，本当に隔世の感に堪えません.

この藤原賞の内定を同僚の方から知らせて頂いたのは，

北海道ではまだ肌寒い 3月のある日のことでした.窓の

下に見える構内の庭には，浅黄色の蕗の醤が土の中から

長い冬の閑，雪の下に埋れていた蕗が，春と共に芽を

出してきたのが，何となく長期予報が長い日蔭暮しの時

代から漸く芽を出して来たのに似たように感ぜられたの

です.この芽を出した長期予報が将来すくすくと伸び

て，蕗の業のように大きな発展を遂げることを望んでや

みません.

私の本日の受賞は，多くの諸先生方のご指導と，長期

予報グループの多くの同僚のご協力によるものと衷心か

ら厚くお礼申しあげます.ただこの喜びをお知らせする

Scherhag教授は既にこの世にいないことが残念でなり

ません.でもせめても慰めは，偶然といいましょうか，

先生が亡くなられる前年の昭和44年の 3月に，この気象

学会で先生を日本へ招待し，親しくそのけい咳に接し，

芽を出していました.その時浮んだのが次のような句で また多くの講演をお伺いすることができたことでした. ¥ 

す. 最後になりましたが，日本気象学会の今後のご発展を望

学会の受賞の電話蕗の蓋 雪華 んでやみません.

学問の道
和 田 雪 華

初空を仰ぎ気象人として老ゆる

醐叫に脚学問の道組踊多く

科学てふ言葉空しき原爆忌

学問の執念秋の蚊のどとく

学問の道果しなく寅彦忌
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長

期

予

報

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

と
の
四
月
、
函
館
海
洋
気
象
台
長
を
最
後
に
、
退
官
し
た
が
、
気
象

庁
在
職
四
十
三
年
間
の
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
長
期
予
報
の
専

門
家
と
し
て
、
ま
さ
に
、
い
ば
ら
の
道
の
連
続
で
あ
っ
た
。
長
期
予
報
を

は
ず
し
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
た
た
か
れ
、
利
用
者
か
ら
は
悪
口
を
言
わ

れ
、
ま
た
グ
選
挙
の
公
約
と
長
期
予
報
は
ア
テ
に
な
ら
-
な
い
d

と
い
う
名

文
句
が
、
新
聞
紙
上
に
載
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
気

候
変
動
の
激
し
い
中
緯
度
に
位
置
す
る
日
本
の
農
業
に
と
っ
て
、
長
期

予
報
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
あ
る
大
学
の

農
学
部
の
教
授
が
P

も
し
農
業
関
係
の
技
術
コ
シ
テ
ス
ト
が
あ
り
、
第

一
位
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
確
実
に
当
た
る
長
期
予
報
の
技
術

で
あ
ろ
う
d

と
極
言
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
長
期
予
報
の
研
究
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
の
初
め

に
か
け
て
起
こ
っ
た
東
北
地
方
の
稲
作
の
冷
害
対
策
に
端
を
発
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
長
期
予
報
は
、
一
カ
月
予
報
を
飛
び
越
え

て
、
夏
の
天
候
予
報
に
始
ま
り
、
し
か
も
そ
の
研
究
は
、
そ
の
重
要
性

を
痛
感
し
た
当
時
の
農
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
初

期
の
研
究
を
み
る
と
、
稲
作
豊
凶
の
予
知
に
関
す
る
新
説
が
発
表
さ
れ

て
は
、
そ
の
反
論
が
提
出
さ
れ
、
真
剣
そ
の
も
の
の
論
争
が
、
学
会
を

に
ぎ
わ
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
十
年
間
に
わ
た
る
長
期
予
報
の
研
究

は
、
幾
多
の
曲
折
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
重
点
は
、
常
に
北
日
本
の
冷
害

予
報
に
お
か
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
、
世
界
で
一
カ
月
以
上
の
夏
や
冬

の
長
期
予
報
を
公
表
し
て
い
る
の
壮
、
日
本
だ
け
な
の
で
あ
る
。

副司，内

実
は
明
日
、
明
後
日
の
.
天
気
予
報
は
、
難
し
い
流
体
力
学
の
方
程
式

を
解
き
、
電
子
計
算
機
を
用
い
て
、
客
観
的
に
予
想
天
気
図
を
作
成
す

る
数
値
予
報
と
い
う
方
法
が
開
発
さ
れ
、
近
年
に
な
っ
て
大
き
な
進
歩

を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
と
き
ど
き
天
気
予
報
を
は
ず
し
て
皆
さ

ん
に
ど
迷
惑
を
か
け
て
必
り
、
冷
静
に
考
え
て
、
何
カ
月
も
先
の
長
期

予
報
が
、
そ
ん
な
に
よ
く
当
た
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
戦
後
、
北
半

球
の
気
象
資
料
が
整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
、
予
報
は
別
と
し
て
も
、
日
本

の
よ
う
な
狭
い
国
の
天
候
が
、
北
半
球
の
大
気
の
流
れ
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
と
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
北
日
本
の
冷
夏

や
西
日
本
の
干
ぽ
つ
の
よ
う
な
異
常
天
候
が
、
ど
の
よ
う
な
広
範
囲
の

気
圧
配
置
の
下
で
起
ζ

る
か
、
少
な
く
と
も
同
時
関
係
に
つ
い
て
は
、

気
象
学
的
に
明
確
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
付

近
の
平
均
的
な
気
圧
分
布
の
予
想
が
で
き
れ
ば
、
か
な
り
の
精
度
で
長

期
予
報
が
可
能
と
念
り
、
現
在
の
研
究
の
焦
点
は
、
ど
の
よ
う
な
客
観

的
、
物
理
的
な
方
法
で
、
何
カ
月
も
先
の
平
均
予
想
天
気
図
を
作
成
す

る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

最
近
、
世
界
的
に
異
常
気
象
、
い
や
気
象
異
変
と
も
い
う
べ
き
極
端

な
天
候
が
ひ
ん
発
し
、
農
業
を
は
じ
め
い
ろ
ん
な
分
野
で
、
長
期
予
報

の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
現
在
、
気
象
庁
の
夏
の
天
候
予

報
は
三
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
私
の
永
年
の
夢
は
、
農
家
の
要
望

に
沿
う
べ
く
、
十
二
月
中
に
、
翌
年
の
夏
の
予
報
を
だ
す
ζ

と
で
、
今

も
な
お
、
長
期
予
報
の
研
究
に
、
闘
志
を
燃
や
し
て
い
る
。
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本
当
に
氷
河
期
が
来
る
の
か

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

い
つ
か
著
名
念
評
論
家
が
P

最
近
の
気
候
変
動
と
異
常
気
象
騒
ぎ

は
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
d

と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
た
。

実
は
ご
く
最
近
ま
で
、
世
界
の
気
象
学
者
も
、
気
候
が
大
き
く
変
わ
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
・
、
地
球
の
歴
史
上
の
は
る
か
大
昔
の
話
で
、
現
在

で
は
、
到
底
あ
り
得
な
い
と
決
め
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
、
昭
和
四
十
七
年
の
世
界
的
・
な
異
常
気
象
に
よ
る
食
糧
危

機
を
契
機
と
し
て
、
か
な
り
の
気
象
学
者
が
、
い
ろ
い
ろ
の
分
野
の
研

究
か
ら
、
世
界
の
気
象
に
、
本
当
に
何
か
異
常
が
起
乙
り
つ
つ
あ
る
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
専
門
家
で
さ
え
、
と
の
よ
う
な
有
り
様

で
、
評
論
家
に
と
っ
て
も
グ
気
候
が
変
わ
る
d

念
ん
て
、
と
ん
で
も
な

い
と
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
長
い
目
で
み
る

と
、
地
球
上
の
気
候
は
、
寒
暖
を
繰
り
返
し
な
が
ら
変
わ
っ
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

最
近
、
地
球
上
の
気
候
変
動
に
つ
い
て
H

温
暖
化
説
d

と
H

寒
冷
化

説
H

と
い
う
相
反
す
る
学
説
が
、
マ
ス
コ
ミ
で
報
道
さ
れ
た
り
二
方
、

畏
友
根
本
順
吉
氏
の
著
書
「
氷
河
期
が
来
る
」
が
よ
く
売
れ
て
い
る
と

い
う
。
本
当
に
氷
河
期
が
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氷
河
期
の
研
究
を
し

て
い
る
学
者
の
問
で
も
、
異
論
は
あ
る
が
、
過
去
の
気
温
と
年
代
の
推

定
方
法
の
進
歩
に
よ
り
、
最
近
の
気
候
変
動
の
特
性
か
ら
、
再
び
氷
河

期
が
来
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
来
る
と

し
て
も
、
百
年
、
も
し
く
は
千
年
単
位
の
将
来
の
と
と
で
あ
ろ
う
。

私
が
ζ
ζ

十
数
年
来
、
地
球
寒
冷
化
と
北
日
本
の
冷
害
時
代
の
予
測

-¥ 

池島

を
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
氷
河
期
の
乙
と
で
は
な
い
。
氷
河
期

時
代
は
、
北
海
道
や
東
北
地
方
の
北
部
は
、
不
毛
の
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
で
、

も
し
本
当
に
氷
河
期
が
来
た
ら
、
少
な
く
と
も
北
日
本
で
は
、
農
業
ど

と
ろ
で
な
い
の
で
あ
る
。
地
球
上
の
気
候
は
、
最
後
の
ウ
ル
ム
の
氷
河

期
後
、
約
一
万
年
聞
に
わ
た
っ
て
温
暖
な
時
代
が
続
い
た
が
、
そ
の
聞

に
、
四
回
の
低
温
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
後
が
一
五

O
O年
t
一
九

O

O
年
(
豊
臣
時
代

t
明
治
末
期
)
の
期
間
で
、
小
氷
期
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
気
候
は
、
北
極
を
中
心
と
し
て
、
と
の
小
氷

期
時
代
の
気
候
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
氷
河
期
に
つ
い
て
質

問
を
受
け
る
が
、
識
者
の
方
で
も
、
本
当
の

ρ
氷
河
期
d

と
グ
小
氷
期
d

を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

私
が
か
つ
て
、
地
球
寒
冷
化
を
予
測
し
た
根
拠
は
、
は
な
は
だ
山
勘

的
で
は
あ
っ
た
が
、
三
百
年
に
わ
た
る
イ
ギ

p
ス
の
気
温
が
、
文
明
の

進
歩
と
関
係
な
く
、
あ
る
り
ズ
ム
で
変
動
し
て
い
る
ζ

と
か
ら
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
ζ

と
に
は
、
地
球
上
の
気
候
変
動
に
関
連
し

て
、
海
況
も
大
き
く
変
わ
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
過
去
の
ニ
シ
ン
の
豊
、

不
漁
を
調
べ
て
み
る
と
、
何
十
年
と
い
う

p
ズ
ム
で
変
動
を
繰
り
返
し

て
い
る
の
で
あ
る
c

私
に
と
っ
て
は
、
別
に
養
殖
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
イ
ワ

シ
の
豊
漁
年
が
あ
る
よ
う
に
、
地
球
寒
冷
化
と
共
に
、
い
つ
か
は
ニ
シ

ン
の
豊
漁
時
代
の
来
る
の
も
、
決
し
て
単
な
る
夢
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
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最
近
の
台
風
と
そ
の
特
性

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

今
年
も
ま
た
、
台
風
期
を
・
迎
え
て
い
る
が
、
そ
の
台
風
の
年
々
の
動

向
は
、
最
近
の
気
候
変
動
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
よ
く
H

も
う
大

型
台
風
は
来
な
い
の
か
d

と
聞
か
れ
る
が
、
な
る
ほ
ど
昭
和
三
十
四
年

の
伊
勢
湾
台
風
以
後
、
千
人
以
上
の
死
者
を
だ
し
た
台
風
災
害
が
起
こ

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
決
し
て
大
型
台
風
が
来
襲
し
て
い
な
い
わ
け
で

な
く
、
例
え
ば
、
昭
和
三
十
六
年
の
第
二
室
戸
台
風
の
よ
う
に
、
大
規

模
な
激
じ
ん
災
害
の
可
能
性
を
も
っ
た
大
型
台
風
が
本
土
へ
上
陸
し
て

い
る
が
、
大
き
な
災
害
が
起
こ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

常
識
的
に
は
、
台
風
に
対
す
る
防
災
工
事
や
的
確
な
気
象
情
報
な
ど

の
防
災
体
制
が
整
備
さ
れ
、
も
う
台
風
に
よ
る
大
災
害
は
な
い
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
近
年
は
、
台
風
発
生
数
の
少

な
い
時
代
に
あ
り
、
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
す
秋
台
風
よ
り
も
む
し
ろ

夏
台
風
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
台
風
災
害
の
起
こ
り
方
に
も
、
明
ら
か

な
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
近
は
、
昔
の
よ
う
な
高

潮
や
河
川
の
洪
水
に
よ
る
大
型
災
害
か
ら
、
地
す
ベ
り
、
山
・
崖
(
が

け
)
く
ず
れ
な
ど
の
よ
う
な
小
規
模
で
局
地
性
の
大
き
い
激
じ
ん
型
の

災
害
に
移
行
し
て
お
り
、
グ
最
近
の
台
風
災
害
は
ゲ
リ
ラ
化
し
た
d

と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
宅
地
造
.
成
に
よ
る
災
害
な
ど

人
為
的
要
因
も
さ
る
と
と
な
が
ら
、
台
風
来
襲
に
伴
い
、
何
百
年
に
一
回

と
い
う
集
中
豪
雨
の
ひ
ん
発
に
よ
る
ζ

と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

過
去
の
台
風
の
発
生
を
調
べ
て
み
る
と
、
著
し
く
多
く
発
生
し
た
年

は
、
全
国
的
に
猛
暑
で
、
豊
作
の
年
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
例
外
も
あ

困;:1

る
が
、
少
な
く
と
も
北
日
本
で
は
が
台
風
の
豊
作
は
、
お
米
の
豊
作
d

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
北
日
本
で
大
冷
害
の
発
生
し
た
年
に
、
大

型
台
風
が
本
土
へ
来
襲
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
昭
和
九
年
の
室
戸
台

風
、
昭
和
二
十
年
の
枕
崎
台
風
、
昭
和
二
十
九
年
の
洞
爺
丸
台
風
の
年

は
、
い
ず
れ
も
北
日
本
の
大
冷
害
の
年
で
あ
り
、
冷
害
を
も
た
ら
す
よ

う
な
大
規
模
な
大
循
環
の
特
性
が
、
大
型
台
風
の
来
襲
と
関
連
し
て
い

る
と
と
を
示
し
て
い
る
。

私
に
は
、
台
風
予
報
に
つ
い
て
苦
い
思
い
出
が
多
い
。
戦
時
中
の
こ

と
で
あ
る
が
、
当
時
の
台
風
予
報
は
、
気
象
庁
、
陸
・
海
軍
の
協
同
作

業
で
あ
っ
た
。
あ
る
年
の
夏
、
台
風
の
上
陸
地
点
の
予
測
で
、
三
者
の

意
見
が
分
か
れ
た
。
と
と
ろ
が
台
風
は
、
二
一
者
の
予
測
を
し
り
自
に
、

南
方
海
上
に
停
滞
し
、
そ
の
ま
ま
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
と
が
あ
る
。

ま
た
現
在
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
が
、
台
風
に
対
す
る
警
報
を
出

し
そ
乙
ね
て
、
予
報
官
が
処
罰
さ
れ
た
と
と
さ
え
あ
っ
た
。
と
に
か

く
、
戦
前
の
台
風
予
報
は
、
本
土
だ
け
の
乏
し
い
気
象
資
料
で
、
い
わ

ば
ρ

ス
イ
カ
の
お
も
て
を
た
た
い
て
、
中
身
を
知
る
方
法
d

し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

最
近
は
、
気
象
衛
星
な
ど
の
資
料
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
台
風
の
現

状
分
析
は
、
著
し
く
正
確
に
な
っ
て
い
る
。
が
し
か
し
、
そ
の
予
測
と

な
る
と
難
し
い
問
題
で
、
私
の
恩
師
藤
原
咲
平
博
士
の
五
回
風
は
生
き

て
い
る
d

と
い
う
台
風
予
報
に
関
す
る
教
え
は
、
今
も
な
お
私
に
は
忘

れ
ら
れ
な
い
名
言
で
あ
る
。
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¥ 

天
気
予
報
放
談

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

と
の
八
月
は
、
東
日
本
は
長
雨
、
西
日
本
は
日
照
り
と
い
う
気
象
異

変
で
、
東
京
地
方
で
は
、
長
雨
の
新
記
録
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
の

長
雨
は
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の

ト
パ
ッ
チ

p
が
気
象
庁
に
集
中
し
、
「
気
象
台
、
気
象
台
、
と
唱
え
る

と
食
当
た
り
し
な
い
」
と
い
う
文
句
が
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

と
の
悪
口
は
、
予
報
官
で
あ
っ
た
老
兵
の
私
に
と
っ
て
、
久
し
ぶ
り
に

お
目
に
か
か
っ
た
懐
か
し
い
文
句
で
、
昔
は
よ
く
「
水
当
た
り
を
し
な

い
」
と
か
、
戦
時
中
は
「
弾
丸
(
た
ま
)
に
当
た
ら
な
い
」
と
ま
で
言

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

実
は
、
最
近
の
天
気
予
報
は
、
数
値
予
報
と
い
う
方
式
で
、
飛
躍
的

な
進
歩
を
し
て
い
る
。
し
か
し
残
念
念
が
ら
、
そ
の
的
中
率
は
、
平
均

し
て
八
五
%
が
限
度
で
あ
る
。
裏
を
返
す
と
、
現
在
の
天
気
予
報
は
、

十
日
に
一
日
な
い
し
、
二
日
は
ず
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

い
く
ら
努
力
し
、
現
在
の
気
象
学
の
粋
を
集
め
て
も
、
天
気
予
報
の
的

中
率
は
、
一
O
O
M
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
よ
く
当
た
る
と
か
、
は

ず
れ
る
と
い
う
批
判
は
、
と
の
限
度
と
比
較
す
べ
き
で
、
一
O
O
%
と

比
べ
ら
れ
て
は
、
予
報
官
の
立
つ
瀬
が
あ
る
ま
い
。

私
は
天
気
予
報
の
話
を
す
る
時
に
、
別
に
弁
解
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
病
気
の
話
を
も
ち
だ
す
。
私
は
肺
病
で
戦
後
に
長
い
間
、
闘
病
生

活
を
し
た
。
療
友
の
多
く
が
成
形
手
術
を
し
た
り
、
人
工
気
胸
を
し
た

が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
私
は
ひ
た
す
ら
安
静
療
法
を
続
け
幸
い
ス
ト

レ
プ
ト
マ
イ
シ
シ
の
出
現
で
、
奇
跡
的
に
健
康
を
回
復
し
た
体
験
が
あ

、ふ

り
、
医
学
を
、
天
気
予
報
く
ら
い
よ
り
信
じ
な
い
ζ

と
に
し
て
い
る
。

か
つ
て
の
東
大
の
名
医
、
沖
中
先
生
が
「
私
の
誤
診
率
は
、
一
四
%

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
が
、
天
気
予
報
の
不
的
中
率
と
誤
診
率
が
、
似

た
値
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ガ
ン
は
治
る
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
私
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
ガ
シ
研

の
田
崎
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
専
門
家
が
、
ガ
ン
で
亡
く
な
っ
て
お

り
、
私
に
言
わ
せ
る
と
、
予
報
課
長
が
、
雨
に
ぬ
れ
て
歩
い
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

天
気
予
報
の
当
た
ら
な
い
の
は
、
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
ζ

と
で
あ
る

が
、
気
象
学
と
い
う
観
点
か
ら
、
世
界
の
学
界
を
み
る
と
、
ア
メ

p
カ

で
は
、
多
く
の
日
本
人
が
学
界
を

P
1
ド
し
て
お
り
、
日
本
の
気
象
学

界
も
、
世
界
的
念
水
準
以
上
に
あ
る
。
し
か
し
い
く
ら
気
象
学
が
進
歩

し
て
も
、
天
気
予
報
と
な
る
と
別
で
、
い
つ
か
、
ア
メ
リ
カ
の
老
練
な

予
報
官
の
談
話
と
し
て
「
天
気
予
報
は
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
予
報
官

の
経
験
と
カ
ン
を
強
調
し
た
記
事
を
み
た
が
、
私
も
同
感
で
あ
る
。

私
は
、
乙
の
二
十
年
来
、
テ
レ
ビ
の
「
時
事
放
談
」
を
み
て
い
る
。

こ
の
問
、
細
川
隆
元
氏
と
藤
原
弘
達
氏
と
の
対
談
で
、
長
雨
の
天
気
予

報
を
と
き
お
ろ
し
、
現
在
の
天
気
予
報
は
、
あ
ま
り
に
電
子
計
算
機
に
頼

り
す
ぎ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
長
期
的
な
目
で
、
天
気
を
監
視
す
る
責
任

者
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
が
、
実
に
的
を
射
た
発
言
で
あ
っ
た
。

天
気
予
報
の
最
終
決
定
は
、
人
間
で
あ
り
、
高
度
の
技
術
と
体
験
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
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養
殖
漁
業
へ

和
田
英
夫

の
提
言

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

む
つ
湾
で
、
タ
ラ
の
豊
漁
が
続
い
て
い
た
戦
後
聞
も
な
い
と
ろ
、
青

森
測
候
所
長
を
し
て
い
た
が
、
地
元
の
新
聞
に
P

タ
ラ
コ
が
う
ま
い
と

言
っ
て
食
べ
て
ば
か
り
い
る
と
、
そ
の
う
ち
に
、
タ
ラ
が
い
・
な
く
な
る

ぞ
d

と
い
う
趣
旨
の
養
殖
の
必
要
性
を
強
調
し
た
投
書
を
し
た
と
と
が

あ
る
。
素
人
の
私
に
は
、
回
帰
性
の
あ
る
タ
ラ
は
、
養
殖
可
能
に
思
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
む
つ
湾
の
タ
ラ
は
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
ホ
タ
テ
の
養
殖

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ
タ
テ
の
養
殖
と
い
っ
て
も
、
山
本
謹

太
郎
博
士
が
、
そ
の
研
究
を
始
め
た
の
が
、
私
の
小
学
生
の
ζ

ろ
で
あ

っ
た
か
ら
、
五
十
年
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
む
つ
湾
の
ホ
タ
テ
も
、
一

昨
年
来
、
異
常
死
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
原
因
と

し
て
、
過
密
殖
に
よ
る
エ
サ
の
不
足
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
農
作
物

や
果
樹
は
、
間
引
き
を
し
た
り
、
摘
果
を
し
て
育
て
て
い
る
と
と
を
考

え
れ
ば
、
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
念
く
気
象
は
、
農
業
と
漁
業
に
密
接
に
関
連
し
て
お

り
、
私
は
と
れ
ま
で
、
農
家
や
漁
師
の
方
と
対
話
を
す
る
多
く
の
機
会

が
あ
っ
た
。
農
家
の
方
は
、
気
象
に
生
活
が
か
か
っ
て
お
り
、
漁
師
の

方
は
、
生
命
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
両
者
共
に
、

気
象
に
関
し
て
極
め
て
熱
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
客
観
的
に
み
て
、
農

家
の
方
に
比
較
し
て
、
漁
師
の
方
は
、
不
勉
強
の
よ
う
に
思
ヘ

τ

ζ

れ
は
農
業
が
、
栽
培
、
育
成
と
い
う
難
し
い
過
程
が
あ
る

σ
ト
対

し
、
と
れ
ま
で
の
漁
業
は
、
と
る
だ
げ
と
い
う
両
者
の
相
違
に
起
因
す

回.1'

る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
私
は
機
会
あ
る
ご
と
に
、
と
る
だ
け
の
漁
業
の

あ
り
方
を
批
判
し
、
何
で
も
な
い
と
と
で
は
あ
る
が
、
農
業
の
例
を
引

い
て
、
育
て
る
漁
業
の
必
要
性
を
説
い
て
き
た
。

一
方
、
農
業
で
は
、
綿
密
な
気
象
観
測
を
基
盤
と
し
て
、
品
種
の
育

成
や
適
応
地
の
選
択
な
ど
、
科
学
的
な
、
き
め
の
細
か
い
経
営
が
な
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
現
在
の
養
殖
漁
業
は
、
海
上
の
気
象
観
測
は
も

ち
ろ
ん
の
と
と
、
海
洋
観
測
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い

っ
て
も
過
言
で
あ
る
ま
い
。

と
と
数
年
来
、
海
洋
二
百
句
問
題
が
危
棋
(
き
ぐ
)
さ
れ
て
き
た
が
、

い
よ
い
よ
現
実
と
な
り
、
と
れ
か
ら
水
産
た
ん
ぽ
く
資
源
を
、
沿
岸
の

養
殖
漁
業
に
求
め
る
と
と
は
、
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
そ
の
将
来

の
発
展
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
と
と
は
、
沿
岸
と
そ
の
外
洋
に

お
け
る
海
洋
観
測
と
い
う
基
本
的
な
体
制
の
整
備
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
赤
潮
や
冷
水
塊
発
生
の
原
因
が
、
い
ま
だ
に
?
不
明
確
な
こ
と
か
ら
、

気
象
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
究
明
す
る
ζ

と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

最
近
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
が
、
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
、
日
本
で
も

火
力
や
原
子
力
発
電
所
の
新
設
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
温
排
水

の
沿
岸
海
洋
、
さ
ら
に
漁
業
へ
の
影
響
が
不
明
で
、
両
発
電
所
建
設
の

大
き
な
あ
い
路
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
解
決
の
た
め
に
も
、
ま
た
沿
岸
漁
業
を
守
り
養
殖
漁
業
将
来
の

発
展
の
た
め
に
も
、
き
め
の
細
か
い
沿
岸
海
洋
観
測
の
整
備
が
急
務
で

は
あ
る
ま
い
か
。
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国
連
砂
漠
会
議

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
八
月
下
句
に
、
ケ
ニ
ア
の
首
都
ナ
イ
ロ
ビ
で

「
国
連
砂
漠
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
地
球
上
に
お
け
る
砂
漠
(
さ
ば
く
)

化
の
防
止
対
策
が
協
議
さ
れ
た
と
い
う
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
不
可

思
議
と
も
思
わ
れ
る
標
題
で
あ
る
が
、
国
連
が
一
九
七

0
年
代
に
開
催

し
た
人
口
、
食
糧
、
水
に
次
ぐ
重
大
な
会
議
で
あ
る
。

世
界
的
に
異
常
気
象
が
ひ
ん
発
し
始
め
た
一
九
六

O
餐
代
か
ら
、
七

0
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
を
襲
っ
た
干
ば
つ
に
よ
り
、

二
十
数
万
人
に
及
ぶ
餓
死
者
の
で
た
こ
と
は
ー
ま
だ
私
た
ち
の
記
憶
に

新
し
い
が
、
砂
漠
化
の
実
態
に
つ
い
て
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一

九
七
三
年
に
、
イ
ギ

p
ス
の
気
候
学
者
ウ
イ
シ
ス
タ
シ
レ

1
博
士
は
、

地
中
海
か
ら
イ
シ
ド
北
部
に
至
る
地
帯
の
長
期
間
降
水
量
の
記
録
に
よ

り
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
に
よ
る
と
、

ζ

れ

ら
の
地
帯
の
降
水
量
は
、
変
動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
一
九
六

0
年
代

に
入
っ
て
減
少
し
、
七

0
年
代
初
め
に
は
、
と
れ
ま
で
の
平
均
降
水
量

の
約
半
分
に
急
減
し
て
い
る
。
特
に
サ
ハ
ラ
砂
漠
で
は
、
そ
の
南
限
が

南
下
を
続
け
、
一
九
七

O
年
ま
で
の
十
年
間
に
、
九
十
J
に
達
し
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
博
士
は
、
降
水
量
の
減
少
は
、
今
後
五
十
年
聞
は
続
き
、
来
世

紀
初
め
に
は
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
南
下
は
、
さ
ら
に
百
J
に
遺
す
る
だ
ろ

う
と
予
測
し
て
い
る
。
と
の
た
び
の
国
連
の
砂
漠
会
議
が
、
多
〈
の
国

の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
博
士
の
予
測
通
り
、
中
緯
度
地

帯
に
お
け
る
砂
漠
化
が
進
ん
で
い
る
ζ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

r 、

抱込，

砂
漠
化
の
防
止
対
策
に
は
、
ま
ず
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
ウ
イ
シ
ス
タ
シ
レ

1
博
士
は
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
南
下
は
、
気
候

変
動
の
結
果
で
あ
り
、
北
半
球
に
お
け
る
極
渦
と
呼
ば
れ
る
寒
気
渦
の

拡
大
に
よ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

ζ

の
説
に
よ
る
と
、
一
九
六

0
年
代

か
ら
始
ま
っ
た
北
極
を
中
心
と
す
る
寒
冷
化
が
原
因
で
あ
り
、
と
の
寒

冷
化
が
続
く
限
り
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
南
下
が
続
〈
と
と
に
な
ろ
う
。
一

方
、
人
口
の
増
加
は
、
都
市
化
と
家
畜
の
増
加
、
さ
ら
に
農
業
開
発
を

伴
い
、
そ
の
結
果
、
砂
あ
ら
し
が
ひ
ん
発
し
て
、
砂
漠
が
荒
れ
て
拡
大

す
る
と
い
う
人
災
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
十
三
世
紀
の
気
候
の
温
暖
な

時
代
に
、
イ
ギ

P
ス
北
部
で
栄
え
た
ブ
ド
ウ
聞
が
、
そ
の
後
の
寒
冷
化

と
共
に
、
プ
ド
ウ
の
栽
培
が
で
き
な
く
な
り
、
村
落
の
荒
廃
を
招
い
た

よ
う
に
、
最
近
の
砂
漠
化
は
、
単
な
る
人
為
的
な
災
害
と
考
え
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ζ

の
夏
の
日
本
の
天
候
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
決
し
て
順
調
と
は

言
え
な
い
。
関
東
地
方
に
お
け
る
長
雨
の
新
記
録
、
西
日
本
に
お
け
る

記
録
的
な
干
ば
つ
、
さ
ら
に
異
常
に
少
な
い
台
風
の
発
生
な
ど
、
形
を

変
え
て
異
常
気
象
が
続
い
て
い
る
。
特
に
専
門
的
に
み
る
と
、
今
年
の

梅
雨
は
、
北
方
高
気
圧
の
南
下
と
い
う
異
例
の
形
で
明
け
、
幸
い
に
も
、

好
天
候
、
豊
作
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
み
て
、
砂
漠
化
で
飢
餓
に
苦

し
む
多
く
の
国
が
あ
る
と
い
う
の
に
、
米
が
余
っ
て
困
っ
て
い
る
国
が

あ
る
の
は
、
ど
う
考
え
て
も
鵬
(
ふ
)
に
落
ち
な
い
ζ

と
で
あ
る
。
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今
年
の
世
界
の
天
候

和
田
英
夫

前
函
踏
海
洋
気
象
台
長

い
よ
い
よ
師
走
を
迎
え
、
世
界
的
に
波
乱
の
多
い
社
会
情
勢
の
ま

ま
、
今
年
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
日
本
の
大
豊
作
と
は
裏
腹

に
、
ソ
連
で
は
、
と
の
夏
の
異
常
気
象
に
よ
り
、
穀
物
生
産
が
二
億
J

の
大
台
を
割
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
の
機
会
に
、
今
年
の
世
界
の

天
候
経
過
に
つ
い
て
、
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
世
紀
の
異
常
気
象
と
し
て
、
一
月
に
ア
メ

p
カ
を
直
撃
し
た

大
寒
波
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ア
メ

p
カ
に
お
け
る
一
月
の
平
均
気

温
分
布
を
み
る
と
、
五
大
湖
の
南
方
の
オ
ハ
イ
オ
州
を
中
心
に
、
平
年

よ
り
一

O
度
C
以
上
も
低
く
な
っ
て
い
る
。

ζ

れ
を
統
計
的
に
調
べ
る

と
、
約
五
千
年
に
一
回
起
と
る
と
い
う
猛
烈
な
低
湿
で
あ
り
、
日
本
で

い
え
ぽ
、
関
東
地
方
が
サ
ハ
p
y
(
樺
太
)
な
み
の
気
候
に
な
っ
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
伝
え
る
と
ζ

ろ
に
よ
る
と
、
猛
吹
雪

で
自
動
車
が
埋
も
れ
、
凍
死
者
が
出
た
り
、
学
校
や
工
場
の
閉
鎖
、
さ

ら
に
暖
房
制
限
が
行
わ
れ
、
各
州
で
「
非
常
事
態
宣
言
」
の
声
明
が
行

わ
れ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
、
氷
河
期
に
戻
っ
た
ア
メ

p
カ
の
一
月
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
カ

1
タ
1
新
大
統
領
が
、
初
め
て
の
「
炉

辺
談
話
」
で
、
国
民
に
節
約
の
す
す
め
を
訴
え
た
が
、
縁
起
を
か
つ
ぐ

日
本
人
か
ら
み
れ
ば
、
ま
ζ

と
に
前
途
多
難
を
思
わ
せ
る
新
大
統
領
の

発
足
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
と
と
ろ
が
ζ

の
冬
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
は
、
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
た
。
特
に
中
国
で
は
、
華
北
に
お
け
る

異
常
低
温
に
加
え
て
、
建
国
以
来
の
最
悪
の
干
ぽ
つ
に
襲
わ
れ
、
穀
物

に
大
き
念
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

画;p

土
鍋
欄

と
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冬
の
干
ば
つ
傾
向
は
、
夏
ま
で
尾
を
引

い
た
が
、
ア
メ
9
カ
で
は
冬
と
は
逆
に
、
六
月
に
な
っ
て
南
部
地
方

を
中
心
に
、
猛
暑
、
干
ぽ
っ
と
な
り
、
七
月
ま
で
続
き
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
な
ど
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
一
方
、
昨
年
百
年
ぶ
り
の
干
ば

つ
に
苦
し
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
今
年
は
異
常
な
冷
夏
、
多
雨
の
天

候
で
、
ま
さ
に
「
ア
メ

F
カ
か
ん
か
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
じ
め
じ
め
」
と

い
う
夏
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
年
連
続
の
豊
作
を
期
待
し
て
い
た

ソ
連
で
は
、
七
月
下
伺
か
ら
穀
倉
地
帯
を
中
心
に
、
猛
暑
、
干
ば
つ
に

襲
わ
れ
、
八
月
中
句
ま
で
続
き
、
そ
の
後
、
一
変
し
て
低
温
、
多
雨
と

な
り
、
と
の
た
め
、
穀
物
の
大
き
な
減
収
を
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
十
一
月
に
な
っ
て
、
イ
ン
ド
洋
に
発
生
し
た
サ
イ
ク
ロ
ン

が
、
二
固
に
わ
た
り
イ
ン
ド
南
部
を
襲
い
、
恐
ら
く
死
者
は
十
万
人
に

も
達
す
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
、
イ
シ
マ
-
・

3
け
る
今
世
紀
最
大
の
災
害

を
引
き
起
と
し
た
。

ζ

の
よ
う
に
、
今
年
の
世
界
の
r
・
U
.
.」
も
、
最
近
の
異
常
気
象

が
、
姿
を
変
え
て
続
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
も
あ
る
ま
い
。
学
者
の
多

く
は
、
そ
の
原
因
を
太
陽
活
動
や
大
気
汚
染
な
ど
に
求
め
る
が
、
ま

ず
、
天
気
図
上
に
、
そ
の
原
因
を
求
め
る
べ
き
と
い
う
の
が
‘
私
の
持

論
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
、
と
の
一
月
の
北
半
球
に
お
け
る
大
循
環
の
特

性
は
、
氷
河
期
に
お
け
る
循
環
と
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
と
れ
か
ら

も
、
世
界
的
に
極
端
な
天
候
の
出
現
す
る
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ

よ
J

。
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農紘経済
働時事通信

¥ 

日
本
の
四
季

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

北
半
球
の
中
で
も
わ
が
国
は
、
中
緯
度
帯
に
あ
る
と
は
い
う
も
の

の
、
ア
ジ
ア
大
陸
の
東
岸
に
位
置
し
、
気
温
の
較
差
(
と
う
さ
)
が
大
き

く
、
夏
は
熱
帯
な
み
、
冬
は
寒
帯
の
よ
う
な
気
候
と
な
り
、
四
季
の
季

節
変
化
が
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
地
球
上
で
最
も
気
象

変
化
の
激
し
い
固
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
極
東
の
年
平
均
気
圧
分
布

を
見
る
と
、
日
本
の
北
方
に
は
ア

p
ュ
1
シ
ャ
ン
低
気
圧
、
西
方
の
大

陸
に
は
シ
ペ

p
ア
高
気
圧
、
東
方
の
海
上
に
は
太
平
洋
高
気
圧
の
三
大

ポ
ス
が
、
隠
然
た
る
勢
力
を
も
っ
て
控
え
て
お
り
、
そ
の
年
々
の
変
動

が
、
日
本
の
季
節
変
化
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
は
、
世
界
に
類
の
な
い
俳
句
と
い
う
独
特
の
詩
が
あ
る
。
と

の
俳
句
の
千
年
に
わ
た
る
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
季
節
変
化
の

激
し
い
風
土
の
中
で
培
わ
れ
、
そ
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
季
語
は
、
ま

さ
に
季
節
の
変
化
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

ア
ニ
マ
ル
と
ま
で
言
わ
れ
た
日
本
人
の
勤
勉
性
も
、
と
の
風
土
の
中
で

培
わ
れ
て
き
た
ζ

と
は
、
一
年
中
高
温
で
九
季
節
変
化
の
小
さ
い
東
南

ア
ジ
ア
の
民
族
と
比
較
し
て
も
、
自
明
の
ζ

と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
虫
の

音
を
聴
い
て
頭
脳
に
感
じ
る
の
は
、
日
本
人
だ
け
で
あ
る
と
い
う
科
学

的
な
検
証
の
あ
る
の
も
、
日
本
人
の
す
べ
て
が
、
お
の
"
す
か
ら
四
季
の

変
化
に
感
受
性
を
そ
な
え
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
同
じ
日
本
の
中
で
も
、
北
日
本
と
西
日
本
の
風
土
で
は
、
言

葉
だ
け
で
な
く
、
人
間
性
へ
の
影
響
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
、
私
の

住
ん
で
い
る
青
森
県
を
み
て
も
、
三
国
海
に
固
ま
れ
、
半
年
に
わ
た
る

、主，

雪
国
の
生
活
が
、
津
軽
弁
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
し
、
ま
た
棟
方
志
功
画

伯
の
版
画
や
高
橋
竹
山
師
の
三
味
線
は
、
西
日
本
の
風
土
で
は
生
ま
れ

え
な
い
、
津
軽
人
独
特
の
も
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。

日
本
に
お
け
る
季
節
変
化
の
激
し
さ
が
、
そ
の
ま
ま
多
く
の
気
象
災

害
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
農
業
に
例
を
と
っ
て
も
、
冷
害
・
干
害
・

水
害
・
霜
害
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
特
に
北
日
本
の
農
家
に
と

っ
て
は
、
最
近
の
気
候
変
動
か
ら
み
て
、
冷
害
対
策
が
大
き
な
関
心
事

で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
が
、
夏
の
天
候
予
報
の
確
立
に
は
、
気
象
学
的
な

季
節
変
化
の
機
構
の
究
明
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

と
れ
ま
で
の
北
日
本
の
冷
害
天
候
を
調
べ
て
み
る
と
、
夏
ら
し
い
天

気
の
な
い
年
に
、
大
冷
害
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
季
節
変
化
と
い

う
観
点
か
ら
み
る
と
、
冷
害
は
、
夏
と
い
う
季
節
が
な
い
か
、
非
常
に

短
い
年
に
起
こ
っ
て
い
る
。
実
は
、
季
節
変
化
と
い
う
の
は
、
決
し

て
連
続
的
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
グ
あ
る
日
突
然
夏
に
な
る
d

と
い
っ
た
変
化
を
し
て
お
り
、

ζ

れ
を

P

階
段
式
変
化
d

と
呼
ん
で
い

る
。
ま
た
一
般
に
は
、
季
節
は
春
に
始
ま
り
、
春
夏
秋
冬
と
変
わ
る
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、
気
象
学
的
に
は
、
季
節
の
始
ま
り
は
秋
だ
、

と
い
う
卓
越
し
た
発
想
も
あ
る
。
と
に
か
く
長
期
予
報
の
研
究
は
グ
必

ず
や
っ
て

4
る
季
節
変
化
の
カ
ラ
ク
リ
と
、
そ
の
年
々
の
階
段
式
変
化

の
特
性
を
気
象
学
的
に
究
明
す
る
ζ

と
で
あ
る
d

と
い
う
の
が
私
の
考

え
方
で
、
自
然
の
季
節
変
化
に
、
そ
ん
な
に
複
雑
な
カ
ラ
ク

P
が
あ
る

と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

特
に
、
気
象
用
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
モ
シ
ス

I
Y
ア
ジ
ア

と
い
う
語
が
あ
り
、
欧
米
人
が
好
ん
で
使
う
よ
う
で
あ
る
。
と
れ
は
イ

ン
ド
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
を
経
て
、
日
本
付
近
ま
で
の
地
域
を
指
し
て

い
る
が
、
気
候
条
件
が
、
同
じ
地
帯
と
い
う
と
と
で
も
な
い
。
例
え
ぽ
、

イ
ン
ド
で
は
、
乾
期
と
雨
期
が
明
確
で
、
季
節
風
と
い
え
ば
、
夏
の
南

西
風
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
冬
の
北
西
風
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
し
か

し
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
の
山
岳
お
よ
び
太
平

洋
の
存
在
に
よ
り
、
年
々
の
変
動
の
激
し
い
と
い
う
欠
点
は
あ
る
が
、

水
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
世
界
の
最
多
雨
の
地
点
は
、
イ
ン
ド
の
チ
ェ
ラ
プ
シ
ジ
で

年
降
水
量
が
、
二
六
、
四
六
一
ミ
リ
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
モ
ン
ス
l
y

ア
ジ
ア
に
お
け
る
農
業
は
、
こ
の
豊
富
な
水
資
源
に
支
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
昨
年
十
月
に
、
筑
波
大
学
で
行
わ
れ
た
「
気
候
変
動
と
そ
れ
が
食

糧
に
及
ぼ
す
影
響
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
、
ア
メ

p
カ

の
プ
ラ
イ
ソ
ン
博
士
が
、
イ
ン
ド
北
部
の
降
水
の
状
況
は
、
今
世
紀
初

め
の
干
ば
つ
時
代
に
、
も
ど
り
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
イ

ン
ド
で
は
、
一
八
九
九
年
(
明
治
三
十
二
年
)
院
、
大
規
模
な
干
ば
つ

に
襲
わ
れ
、
百
万
人
に
及
ぶ
餓
死
者
を
出
し
た
と
言
わ
れ
る
。
当
時
の

長
期
予
報
の
失
敗
は
、
そ
の
後
、
・
ワ
ォ
ル
カ

I
博
士
に
よ
る
世
界
天
候

の
研
究
に
発
展
す
る
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
カ

1
博
士
は

地
上
気
圧
の
資
料
を
用
い
て
、
北
大
西
洋
、
北
太
平
洋
お
よ
び
南
半
球

J 

振
動
の
三
つ
の
振
動
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
連
し
て
い
る

ζ

と
を
実
証
し
、
相
関
係
数
を
用
い
て
、
イ
シ
ド
の
季
節
風
降
水
の
予

報
を
行
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
予
報
そ
の
も
の
は
、
成
功
し
・
な
か
っ
た

が
、
三
振
動
の
発
見
は
、
現
在
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も

と
イ
ン
ド
は
、
し
ば
し
ば
大
干
ぽ
つ
に
襲
わ
れ
、
蔵
相
を
し
て

H

わ
が

国
の
財
政
は
雨
次
第
で
あ
る
d

と
嘆
か
せ
て
い
る
が
、
最
近
で
は
、
一

九
六
五
年
、
六
六
年
と
干
ぽ
つ
に
よ
る
大
凶
作
が
二
年
続
き
、
現
在
で

も
、
二
千
五
百
万
人
が
餓
死
線
上
に
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

モ
シ
ス

1
一
シ
ア
ジ
ア
に
お
け
る
食
糧
問
題
は
、
特
に
イ
て
ト
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
昨
年
十
月
に
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
が
発
表
し
た
「
ア

ジ
ア
農
業
調
査
」
に
よ
る
と
、
ア
ジ
ア
は
現
在
、
す
で
に
食
糧
不
足
に

悩
ん
で
い
る
が
、
一
九
八
五
年
に
は
、
深
刻
な
食
糧
危
機
を
迎
え
る
だ

ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
も
う
ア
ジ
ア
に
は
食
糧
危
機

が
起
ζ

ら
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
た
「
緑
の
革
命
」
が
、
改
良
品
種
陀
必
要

な
か
ん
が
い
と
肥
料
に
、
大
き
な
誤
算
を
き
た
し
た
か
ら
だ
と

w
う。

肥
料
は
と
も
か
く
、
「
緑
の
革
命
」
の
将
来
計
画
に
は
、
当
然
年
々
の

気
候
変
動
の
特
性
を
十
分
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

私
の
か
つ
て
の
研
究
に
よ
る
と
、
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の
降
水
は
、

チ
ベ
ッ
ト
上
空
に
お
け
る
巨
大
な
高
気
圧
に
大
き
く
支
配
害
れ
て
い
る

ら
し
い
。
最
近
ひ
ん
発
す
る
干
ば
つ
対
策
、
さ
ら
に
「
緑
の
掌
命
」
の

今
後
の
た
め
に
も
、
モ
シ
ス
l
y
ア
ジ
ア
に
お
け
る
降
水
の
長
期
予
報

は
、
重
要
な
課
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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で匹

、ー

の
夏
の
天
気
予
報

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

去
る
三
月
十
日
に
、
気
象
庁
か
ら
、

ζ

の
夏
の
天
候
予
報
が
発
表
に

な
っ
た
。
今
年
の
稲
作
は
、
減
反
と
い
う
あ
ら
し
の
中
に
あ
る
と
は
い

え
、
農
業
関
係
者
に
と
っ
て
、
と
の
耳
の
天
候
は
、
や
は
り
大
き
な
関

心
事
に
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
現
在
の
長
期
予
報
は
、
病
気
に
た

と
え
る
な
ら
ば
、
ガ
ン
み
た
い
な
も
の
で
、
長
期
予
報
と
い
う
難
病
を

う
ま
く
治
す
に
は
、
乙
の
難
病
を
よ
く
理
解
し
、
そ
の
精
度
を
よ
く
知

っ
て
、
正
し
く
利
用
す
る
と
と
が
大
切
で
あ
る
。

気
象
庁
で
は
現
在
、
一
カ
月
、
三
カ
月
お
よ
び
夏
と
冬
の
長
期
予
報

を
行
っ
て
い
る
が
、
例
を
北
日
本
の
夏
に
と
っ
て
解
説
し
て
み
よ
う
。

北
日
本
の
夏
の
天
候
予
報
の
研
究
は
、
稲
作
の
冷
害
防
止
を
目
的
と
し

て
、
既
に
七
十
年
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
北
日
本
の
冷
夏

の
機
構
に
つ
い
て
は
、
気
象
学
的
観
点
か
ら
、
か
な
り
明
確
に
な
っ
て

い
る
。
少
し
専
門
的
に
な
る
が
、
天
気
図
上
か
ら
み
る
と
、
北
日
本
の

冷
夏
天
候
に
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
高
気
圧
型
と
、
弱
い
冬
型
と
も
い
う

べ
き
気
圧
配
置
に
よ
る
型
の
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
前
者
は
同
じ
北
日

本
で
も
、
北
東
風
(
ヤ
マ
セ
)
の
卓
越
に
よ
り
、
太
平
洋
側
で
大
き
な

被
害
を
受
け
る
が
、
後
者
は
北
西
風
に
よ
る
低
温
で
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
日
本
海
側
で
被
害
が
大
き
い
。
し
か
し
、
過
去
の
北
日
本
に
お

け
る
冷
害
を
調
べ
て
み
る
と
、
両
者
の
混
合
型
の
年
が
多
く
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
高
気
圧
の
特
に
卓
越
し
た
夏
は
、
北
日
本
全
般
に
、
低
温
の
度

合
い
が
極
め
て
強
く
な
っ
て
い
る
。

と
と
ろ
で
問
題
は
、
冷
夏
天
候
の
予
報
で
あ
る
。

一
カ
月
予
報
で

干

協

制納

は
、
北
半
球
天
気
図
を
用
い
て
、
か
な
り
な
精
度
で
予
報
で
き
る
が
、

三
カ
月
以
上
の
予
報
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
統
計
的
な
手
法
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
利
用
者
と
し
て
は
、
三
月
に
発
表
に
念

っ
た
夏
の
天
候
予
報
を
念
頭
に
お
い
て
、
一
カ
月
予
報
に
重
点
を
お
く

の
が
賢
明
な
方
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
現
在
、
北
半
球
天
気
図

を
用
い
た
予
報
方
法
で
、
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
極
う
ず
の

動
向
で
あ
る
。
北
半
球
で
は
、
北
極
上
空
に
、
巨
大
な
ペ
レ

1
帽
の
よ

う
な
寒
気
が
あ
り
、
天
気
図
上
で
は
、
低
気
圧
と
し
て
表
現
さ
れ
、
極

う
ず
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ζ

の
極
う
ず
が
、
四
月
か
ら
五
月
に
か
け

て
、
極
東
側
に
著
し
く
偏
位
す
る
と
、
北
日
本
が
冷
夏
に
襲
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
北
半
球
天
気
図
を
み
て
、
か
な
り
確
信
を
も
っ
て
、
冷
夏
の

予
報
が
で
き
る
の
は
、
五
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
俗
に
「
暖
冬
冷

夏
」
と
か
「
大
雪
の
年
は
豊
作
」
と
か
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
ウ
マ
イ

前
兆
が
あ
れ
ば
、
長
期
予
報
は
も
っ
と
よ
く
当
た
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
気
象
庁
の
ζ

の
夏
の
予
報
に
よ
れ
ば
、
六
月
に
冷
涼
な
天
候

が
現
れ
る
が
、
盛
夏
期
は
昨
年
よ
り
暑
い
日
が
多
く
な
り
、
秋
は
早
冷

の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
予
報
文
を
見
る
限
り
、
大
冷
夏
の
心
配
は
な

い
が
、
実
は
、
い
ろ
い
ろ
の
統
計
的
方
法
を
総
合
し
て
予
報
を
ま
と
め

る
の
で
、
極
端
な
天
候
の
予
報
内
容
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
二
月
に
は
、
極
う
ず
が
極
東
側
へ
偏
位
し
、
北
海
道
の
母
子

里
で
は
、
観
測
史
上
第
三
位
の
低
温
を
記
録
し
て
お
り
、
こ
の
夏
の
天

候
も
、
決
し
て
楽
観
を
許
さ
念
い
で
あ
ろ
う
。
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輸
入
食
糧
ゼ
ロ
の

日

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

三
月
下
旬
に
、

N
H
K
テ
レ
ピ
で
、
想
定
ド
キ
ュ
メ
シ
ト
「
輸
入
食

糧
ゼ
ロ
の
日
」
が
放
映
さ
れ
た
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
も
し
、
ア
メ

リ
カ
が
、
食
糧
の
対
日
輸
出
を
禁
止
し
た
ら
、
結
論
と
し
て
、
三
人
に

一
人
が
餓
死
す
る
と
い
う
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
響
を
呼
ん
だ
よ
う

で
あ
る
。
週
刊
誌
や
時
事
放
談
で
は
、
く
だ
ら
な
い
番
組
と
い
う
痛
烈

な
批
判
が
あ
り
、
ま
た
、
新
聞
紙
上
で
も
グ
腹
立
た
し
い
番
組
d

と
い

う
非
難
や
グ
農
業
の
大
切
さ
を
再
認
識
d

と
い
う
読
者
の
相
反
す
る
声

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

ζ

の
よ
う
な
判
断
の
是
非
は
、
現
在
の
よ
う
な

社
会
情
勢
の
中
で
、
何
を
ね
ら
っ
て
放
映
さ
れ
た
か
、
そ
の
意
図
が
わ

か
ら
な
い
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
ら
し
い
。
実
は
、
私
自
身
が
こ
の

番
組
の
中
で
、
異
常
気
象
に
関
連
し
て
出
演
し
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
私

見
を
述
べ
に
く
い
が
、
客
観
的
に
み
て
、
日
本
に
お
け
る
食
糧
問
題
の

基
盤
が
、
い
か
に
脆
弱
(
ぜ
い
じ
ゃ
く
)
な
も
の
で
あ
る
か
、
一
般
聴

視
者
の
認
識
を
得
れ
ば
、
そ
の
目
的
を
遺
し
た
の
で
は
社
か
ろ
う
か
。

多
く
の
識
者
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
、
食
糧
の
輸
出
を
ス
ト
ッ
プ

す
る
こ
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
全
く
架

空
の
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
的
な
食
糧
需
給
に
つ
い
て
は
、
一
九
六

0

年
代
に
入
っ
て
、
悲
観
論
か
ら
楽
観
論
に
変
わ
り
、
食
糧
農
業
機
構

(
F
A
O
)
は
、
一
九
六
六
年
の
「
農
業
白
書
」
で
、
将
来
は
食
糧
不

足
よ
り
、
む
し
ろ
過
剰
を
心
配
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
楽
観

論
者
に
と
っ
て
も
、
気
が
か
り
な
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
問
題
で
、
他
は
気
候
変
動
で
あ
る
。
も
し
、
エ
・
不
ル
ギ
1
危
機

..，.;t 

が
生
じ
た
ら
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
国
の
食
糧
生
産
が
、
大
き
な
打
撃

を
受
け
る
と
と
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
気
候
変
動
に
つ
い
て

も
、
北
半
球
に
お
け
る
寒
冷
化
を
考
え
る
と
、
決
し
て
予
断
を
許
さ
な

い
。
特
に
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
気
候
は
、
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
変
動
を

示
し
て
い
る
。
既
に
一
九
七

O
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
気
象
学
者
た
ち

は
、
最
近
の
ア
メ

p
カ
の
気
候
が
、
十
九
世
紀
の
中
ど
ろ
の
気
候
に
似

て
い
る
と
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
ロ

1
ゼ
シ
ダ
1
ル
博
士
は
、
そ
の
論

文
の
中
で
グ
気
象
学
者
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
天
候
を
勉
強
す
る
と
と

が
必
要
で
あ
り
、
農
業
は
も
ち
ろ
ん
の
と
と
、
気
温
に
敏
感
な
企
業

は
、
寒
冬
対
策
を
せ
よ
d

と
忠
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
二
年
に
、
ソ
連
や
中
国
の
異
常
気
象
に
よ
り
、
世
界
的
な
食

糧
危
機
を
招
い
た
が
、
と
れ
は
氷
山
の
一
角
で
あ
り
、
最
も
怖
い
の

は
、
干
ば
つ
に
よ
る
ア
メ

p
カ
自
体
の
大
不
作
で
あ
る
。
戦
後
の
ア
メ

p
カ
は
、
好
天
候
に
よ
り
、
豊
作
に
恵
ま
れ
て
き
た
が
、
と
と
数
年

は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
九
七
四
年
、
穀
倉
地
帯
で

は
、
春
秋
に
天
候
不
順
、
夏
に
は
干
ば
つ
が
続
き
、
八
月
の
降
雨
で
や

っ
と
大
不
作
を
免
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
対
ソ
穀
物
輸
出
の
契
約
の
破
棄

が
あ
り
、
ま
た
、
中
央
情
報
局

(
C
I
A
)
が
、
気
候
変
動
に
関
連
し

て
、
い
わ
ゆ
る
食
糧
戦
略
と
呼
ば
れ
る
発
表
を
行
っ
た
の
も
、
乙
の
年

の
八
月
で
、
決
し
て
偶
然
の
と
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
か
に
ア
メ

p
カ
と
、
食
糧
輸
入
の
約
束
を
し
よ
う
と
も
グ
無
い
袖

(
そ
で
)
は
振
れ
ぬ
d

と
い
う
格
言
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
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¥ 

超
長
期
予
報

和
田
英
夫

前
函
館
海
洋
気
象
台
長

一
九
六
九
年
の
秋
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
世
界
気
象
機
構

(
W
M
O
)
の
気
候
委
員
会
の
席
上
で
、
ソ
連
か
ら
「
地
球
上
の
す
べ
て

の
気
候
資
料
を
集
め
、
今
後
、
数
十
年
間
の
天
候
予
報
を
開
拓
し
よ

う
」
と
い
う
提
案
が
あ
り
、
世
界
各
国
に
そ
の
協
力
を
求
め
た
。
と
の

提
案
が
採
択
さ
れ
、
ま
ず
気
候
資
料
を
集
め
る
た
め
の
作
業
委
員
会
が

設
け
ら
れ
、
日
本
か
ら
私
が
参
加
し
た
。
学
問
的
に
、
全
く
と
っ
び
と

も
言
え
る
と
の
ソ
連
の
提
案
の
裏
を
返
す
と
、
当
時
の
ソ
連
で
は
、
超

長
期
予
報
と
も
い
う
べ
き
数
年
先
ま
で
の
天
候
一
予
報
が
、
い
か
に
大
き

念
問
題
と
な
っ
て
い
た
か
、
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
ソ
連
で
は
、
約
二
年
ご
と
に
、
穀
物
の
豊
凶
を
繰
り
返
し

て
い
る
が
、
最
近
の
世
界
的
な
異
常
気
象
の
ひ
ん
発
、
特
に
北
半
球
高

緯
度
寒
冷
化
に
伴
い
、
大
不
作
が
続
き
、
政
権
に
ま
で
影
響
を
与
え
て

い
る
。
一
九
六
三
年
に
は
、
天
候
不
良
に
よ
る
不
作
の
た
め
、
当
時
の

国
民
経
済
発
展
計
画
失
敗
の
責
任
者
と
し
て
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
首
相
が

解
任
さ
れ
た
。
一
九
七
二
年
に
は
、
寒
冬
、
夏
の
干
ば
つ
の
異
常
気
象

に
よ
り
、
穀
物
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
マ
ッ
ケ
ピ
ッ
チ
農
相
の
解

任
、
一
九
七
五
年
に
は
、
記
録
的
な
大
干
ぽ
つ
に
よ
り
、
日
本
の
稲
作

で
い
う
と
、
作
況
指
数
六

O
の
大
凶
作
に
な
り
、
ポ

p
ャ
ン
ス
キ

1
農

相
の
更
迭
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
昨
年
度
も
、
当
初
の
予
想
に
反
し
、

穀
物
生
産
高
が
、
二
億
万
J
の
大
台
を
割
っ
て
お
り
、
ソ
連
経
済
が
、

何
ら
か
の
打
撃
を
受
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
で
三
年
前
に
、
か
ね
て
念
願
の
北
日
本
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
二
十

~ 、

""--

年
間
の
天
候
の
超
長
期
予
報
を
ま
と
め
、
来
る
べ
き
一
九
八
五
年
と

ろ
を
中
心
に
、
寒
冬
、
冷
夏
時
代
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
も
ら
ろ
ん

超
長
期
予
報
は
、
学
問
的
に
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
実
に
地
球
上
の
天
候
は
、
小
氷
期
時
代
に
も
ど
っ
て
お
り
、
永
年
、

長
期
予
報
の
研
究
を
続
け
、
ま
た
、
最
近
の
驚
く
べ
き
異
常
気
象
の
実

感
と
し
て
、

ζ

れ
か
ら
の
天
候
に
つ
い
て
、
憂
慮
に
堪
え
な
い
の
で
あ

る
。
実
は
、

ζ
ζ

数
年
来
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
会
識
が
各
地
で

開
催
さ
れ
、
特
に
、
食
糧
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
討
論
が
行
わ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、

W
M
O
を
中
心
と
し
た
気
象
界
で
も
、
最
近
の
気

候
変
動
を
重
要
視
し
、
地
球
大
気
開
発
計
画

(
G
A
R
P
)
で
は
、
気

候
変
動
の
仕
組
み
を
、
学
問
的
に
究
明
す
る
た
め
、
一
九
八

0
年
代

を
、
気
候
研
究
の
十
年
間
と
す
る
ζ

と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
究
極
の

目
的
は
、
超
長
期
予
報
の
確
立
な
の
で
あ
る
。

私
の
超
長
期
予
報
の
研
究
は
、
統
計
的
な
方
法
が
主
体
で
、
い
ろ
い

ろ
な
批
判
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
球
上
の
気
候
は
、
原
因
は
と
も
か

く
と
し
て
、
決
し
て
で
た
ら
め
な
変
化
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
さ

ら
に
学
問
的
に
、
異
常
気
象
の
機
構
も
、
か
な
り
究
明
さ
れ
て
お
り
、

毎
日
の
天
気
を
一
カ
月
間
予
測
す
る
よ
り
も
、
数
年
間
の
気
候
変
動
の

予
測
を
す
る
方
が
、
む
し
ろ
実
現
の
可
能
性
が
大
き
い
。

何
も
天
候
の
予
測
に
限
ら
ず
、
一
般
社
会
に
と
っ
て
も
、
長
期
的
な

予
測
が
重
要
で
あ
り
、
特
に
、
現
代
の
政
治
家
に
と
っ
て
、
最
も
必
要

な
能
力
は
P

将
来
を
見
通
す
こ
と
d

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
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• 

ヨ
エ
シ
キ
」
を
交
配
し
た
「
ふ
系
一
と
全
く
遣
い
、
地
球
の
自
軸
速
度
が
く
運
営
で
き
る
よ
う
計
画
せ
よ
と
忠
心
配
し
て
、
私
た
ち
が
協
力
し
て
密
る
大
量
の
死
者
お
よ
び
そ
れ
か
ら
派

ゆ
ら
ぐ
地
球

O
四
号
」
と
い
う
品
舗
を
も
ら
勺
て
一
方
分
の
数
秒
ほ
ど
加
速
さ
れ
、
文
告
し
た
り
し
て
い
る
。
学
術
的
論
文
い
た
の
が
"
異
常
気
象
"
と
い
う
講
生
す
る
無
政
府
状
怒
や
暴
動
が
起
こ

「
こ
ん
な
低
温
、
全
く
考
え
で
も
育
成
L
、
苦
労
の
末
の
成
果
と
の
こ
字
通
り
、
地
軸
を
ゆ
る
が
し
た
異
常
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
指
鏑
を
す
る
談
社
発
行
の
小
冊
子
で
あ
る
。
既
に
る
で
あ
ろ
う
u

と
い
う
、
今
の
日
本

み
な
が
勺
た
な
あ
。
こ
れ
だ
ば
半
作
と
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
ま
で
い
ろ
気
象
の
年
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
東
の
は
、
異
例
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
十
年
を
経
過
し
て
い
る
が
、
そ
の
予
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
警
告
を

だ
。
早
「
出
稼
ぎ
に
行
が
ね
ば
ま
い
ん
な
賞
を
頂
い
た
が
、
そ
れ
に
も
ま
京
の
気
圧
は
平
年
よ
り
一
ニ
ミ
り
私
た
ち
日
本
の
気
象
学
者
は
、
こ
測
が
そ
の
ま
ま
現
在
に
つ
な
が
っ
て
発
し
て
い
る
。

ね
じ
ゃ
」
。
題
名
の
"
明
る
い
農
村
M

L

て
、
本
当
に
最
近
に
な
い
う
れ
し
バ
ー
ル
も
低
〈
、
こ
れ
は
統
計
的
な
の
よ
う
な
地
涼
上
の
異
常
気
象
に
、
お

p
、
今
な
お
版
を
重
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
の
エ
ラ
イ
気
象
学
者

と
は
裏
腹
に
、
テ

ν
ピ
で
み
た
冷
害
い
こ
と
で
あ
り
、
改
め
て
実
候
予
測
計
算
に
よ
る
と
ソ
何
万
年
に
-
回
M

た
だ
腕
を
こ
可
ね
い
て
み
て
い
た
わ
宇
宙
船
「
地
球
号
」
の
警
告
で
あ
り
、
私
た
ち
の
住
む
字

の

田

固

に

お

け

る

悲

し

い

情

景

の

一

に

よ

る

稲

作

の

冷

害

防

止

に

、

大

き

の

異

常

気

象

と

し

う

こ

と

に

な

る

。

け

で

は

な

い

宙

船

「

地

球

号

」

の

将

来

は

、

気

候

ヨ
マ
で
あ
る
。
永
年
、
北
日
本
の
冷
な
希
望
を
も
つ
に
い
た
勺
た
。
ど
う
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
北
半
球
の
私
が
い
う
の
も
な
ん
だ
が
、
気
象
昭
和
四
十
七
年
の
世
界
的
な
異
常
変
動
と
い
う
面
か
ら
も
、
決
し
て
柴

容
防
止
の
た
め
に
、
長
期
予
報
の
研
異
常
気
象
に
は
と
く
に
定
義
は
な
気
象
が
狂
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
庁
に
は
明
日
の
天
気
予
報
を
や
る
予
に
よ
る
食
甑
危
機
と
と
も
に
、
世
界
観
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

究
を
し
て
き
た
私
に
と
勺
て
も
、
本
い
。
し
か
し
、
世
界
気
象
機
関

(
W

報
官
ま
た
く
さ
ん
、
る
。
各
国
で
最
近
の
気
候
変
動
に
大
き
な
私
は
十
年
来
、
北
日
本
の
冷
害
時

天
明
飢
箇
の
再
来

e

u

当
に
涙
の
で
る
よ
う
な
悲
し
い
こ
と

M
O
)
の
約
束
で
、
過
去
=
一

0
年

間

代

の

到

来

世

心

配

し

て

き

た

が

、

昨

で

あ

勺

た

。

(

昭

和

十

六

年

t
四
十
五
年
〉
の
天
こ
こ
数
年
来
、
世
界
の
気
象
に
は
圃
圃
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
圃
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
年
の
夏
こ
そ
、
そ
の
前
ぶ
れ
と
も
い

不
吉
な
現
象
が
相
次
い
で
起
こ
っ
て
・
・
圃
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ，a融
調
悶
緬
凶
殖
細
・
・
・
・
・
・
・
・
・
E

え
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
最
も
高
緯

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-

い
る
。
と
こ
ろ
が
つ
い
最
近
ま
で
、

.

.

 
圃

・

圃

圃

圃

臨

一

1
q蝿
雌

閣

・

・

・

圃

度

に

住

み

農

業

を

営

む

皆

さ

ん

、

さ

一

一

気

候

に

何

か

異

常

が

起

こ

っ

て

も

、

・

・

・

・

・

園

開

凶

悶

鍋

鶴

溜

酬

曹

司

乙

;

羽

園

間

U
ゐ

a・
・
・
園
ち
に
農
業
関
係
の
皆
さ
ん
こ
そ
、
ひ

一

・

・

・

・

・

・

・

・

圃

圃

E
，h島
監
聞
岨
開
圃
・
団
w
i
i
t
k
J
W何
h
圃E
・噂働胃
L

一t
・・・・・・・圏

一

.

‘

.

.

 
，

一

世

界

の

気

象

学

者

は

「

と

り

た

て

て

・

・

・

聞

圃

摺

掴

薗

圃

圃

圃

閉

邸

幽

聞

闘

能

開

阪

民

脳

逼

醐

韓

議

・

・

・

園

そ

か

に

押

し

寄

せ

る

地

球

上

の

異

常

一

-
e
z
e

一

変

わ

っ

た

出

来

事

で

は

な

い

」

と

主

・

明

週

曙

醐

圏

園

田

酒

園

田

時

国

踊

d
M通
園

気

象

に

つ

い

て

、

認

識

を

新

た

に

す

一

白

む

』

F

L

t

一

張

し

て

き

た

。

気

候

が

大

変

化

を

起

.

理

晴

樹

園

薗

圃

仏

国

圃

置

欄

〓

贋

鱗

炉

4
園
!
る
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一

川

M
刻
、
S
5
4
r
a靖
夫

技

一

こ

す

な

ど

と

い

う

こ

と

は

、

地

球

の

園

逼

野

晶

画

聞

額

融

園

田

圏
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水
河
期
と
は

験
後
、
温
暖
な
天
候
に
恵
ま
れ
、

高
度
成
長
経
済
と
と
も
に
昭
和
元
禄

時
代
を
阻
敬
し
て
き
た
日
本
の
社
会

情
勢
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
世
界
的

な
異
常
気
象
に
よ
る
食
経
危
級
以

来
、
そ
の
様
相
が
一
変
し
つ
つ
あ

る
。
地
球
上
の
気
候
変
動
に
つ
い
て

も

w温
暖
化
組
側
と

w
寒
冷
化
脱
M

が
入
り
乱
れ
て
新
聞
紙
上
を
に
ぎ
わ

連 蛾 (a)

句史

し
て
お
り
、
一
方
、
畏
友
銀
本
問
吉

氏
の
最
近
の
著
魯
「
氷
河
期
が
来

る
」
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
い
る
と

い
う
。
本
当
に
氷
河
期
が
来
る
の
で

あ
る
う
か
。

気
の
遺
く
な
る
よ
う
な
大
菅
の
こ

と
に
な
る
が
、
過
去
一

O
O万
年
間

に
少
な
く
と
も
四
因
。
非
常
に
寒
冷

な
時
代
、
す
な
わ
ち
氷
河
期
が
あ
っ

た
{
図

1
1
こ
の
時
代
を
学
問
上
、

第
四
紀
と
呼
ん
で
い
る
.
そ
の
最
後

の
ず
a
ル
ム
の
氷
河
期
が
絡
ゎ
。
て

か
ら
約
一
万
年
経
過
し
、
地
球
上
の

気
候
は
、
温
暖
な
時
代
が
続
い
て
き

た。
氷
河
期
と
い
う
と
、
地
球
全
体
が

氷
河
に
覆
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い

が
ち
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
い
。
北
半
琢
で
は
、
約
三
分
の
一

が
氷
河
に
砲
わ
れ
て
お
り
、
地
域
に

よ
ラ
て
異
な
る
が
、
北
悼
碑
閏
O
度
付

近
ま
で
氷
河
が
南
下
し
て
い
た
。
寧

氷河期が来 る か

和田英夫

函館海洋気象台長
¥ 

た
、
氷
河
期
時
代
の
北
海
道
で
は
、

小
樽
よ

P
北
方
で
雪
が
降
ら
な
か
。

た
と
い
わ
れ
、
そ
の
理
・
由
と
し
て
、

海
函
の
水
位
が
現
在
よ
り
一

O
O
M

も
低
く
、
日
本
海
の
北
部
が
氷
結
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
に
か
く
、
本
当
に
氷
河
時
代
が
来

れ
ば
、
少
な
く
と
も
北
日
本
で
は
、

農
梁
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

予
測
の
根
拠

突
を
い
う
と

w
氷
河
期
が
来
る
u

と
い
う
学
説
は
、
全
く
叡
も
薬
も
な

い
こ
と
で
は
な
い
。
ー
と
い
う
の
は
氷

河
期
は
、
そ
の
期
間
が
一

O
万
年
単

位
と
非
常
に
長
い
が
そ
れ
が
繰
り
返

し
て
起
こ
。
て
お
り
、
そ
り
氷
河
期

と
氷
河
期
町
中
休
み
と
も
い
う
べ
き

間
氷
期
の
期
間
が
意
外
に
短
く
、
約

一
万
年
の
場
合
さ
え
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
令
て
き
た
。
既
に
述
ベ
た

よ
う
に
、
現
在
の
地
涼
上
の
気
候
は
、

最
後
の
氷
河
期
が
終
わ
ヲ
て
か
ら
約

一
万
年
経
過
し
て
お
り
、
再
び
氷
河

期
が
来
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
一

O
散
年
来
の

北
半
球
の
大
気
の
流
れ
の
特
性
が
、

氷
河
期
時
代
と
極
め
て
よ
く
似
て
き

て
い
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
十
七
年
一
月

に
、
ア
メ
ロ
カ
の
プ
ヲ
ウ
γ
大
学
で

w
現
在
の
間
氷
鰐
が
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
に
し
て
終
わ
る
か

?
M
と
い
う

標
題
で
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際

会
惑
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
結
晶
闘
と
し

て
"
数
世
紀
後
に
氷
河
期
が
来
る
M

と
い
う
声
明
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま

で
の
い
ろ
ん
な
援
拠
と
と
も
に
こ
の

よ
う
な
世
界
の
多
く
の
学
者
た
ち
の

声
明
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て

w
氷
河

期
が
来
る
“
と
い
う
学
説
が
世
界
中

に
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た。
し
か
し
、
最
近
の
地
球
上
に
お
け

る
気
候
変
動
を
み
て
も
、
客
観
的
な

観
点
か
ら
私
に
は
"
氷
河
期
が
来

る
“
と
い
う
学
説
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
ま
ゆ
っ
ぱ
も
の
と
し
か
恩
わ
れ

〈万年〉

o 

1113問氷期

図E 第四紀白水河期

田

1112問氷期

50 

臨1問永期

75 2回

な
い
。
た
と
い
現
時
点
で
、
氷
河
期

に
向
か
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
過
去

の
例
か
ら
、
途
中
で
流
産
す
る
か
も

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
時
代
の
気
候
変
動

気
候
学
で
は
、
人
顔
の
い
ろ
い
ろ

な
飽
録
の
あ
る
約
七
、

0
0
0
年
前

か
ら
気
象
測
器
で
観
測
を
始
め
る
ま

T 、

施シ

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の

日
本
は
縄
文
時
代
で
、
と
く
に
そ
の

後
半
の
時
代
は
混
暖
で
氷
河
の
減
少

に
よ
り
日
本
周
辺
の
海
面
が
上
昇

し
、
現
在
の
東
京
や
大
阪
な
ど
、
沿

岸
の
大
都
市
が
海
に
沈
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。
第
三
国
自
の
寒
冷
期
は
、

紀
元
前
一
、

0
0
0年
こ
ろ
に
あ
っ

た
が
、
最
後
の
擦
冷
期
は
、
一
、
五
五

O
年
か
ら
一
、
九
O
O年
ま
で
続
き
、

と
く
に
小
氷
河
期
と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
。
日
津
で
い
う
と
、
豊
臣
の
時

代
か
ら
明
治
末
期
り
こ
ろ
ま
で
の
期

間
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
過
去
一
万

年
聞
に
四
回
の
寒
冷
期
が
あ
り
、
そ

の
平
均
の
ザ
イ
グ
ル
は
、
約
二
、
大

O

O
年
で
、
こ
れ
ら
の
寒
冷
期
を
裏
付

け
る
も
の
と
し
て
、
ノ
ル
ウ
易

l
に

お
け
る
過
去
-
万
二
、

0
0
0
年
問

。
智
線
白
変
化
も
示
し
た
の
が
図
2

で
あ
る
。
気
温
の
高
い
時
代
に
は
、

海
面
上
の
高
い
と
こ
ろ
に
雷
線
が
後

退
し
、
気
温
の
低
い
時
代
に
は
前
進

し
て
お
り
、
歴
史
時
代
の
気
候
変
動

を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
の
図
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
地
球
上
の
気
候

は
、
最
後
の
氷
河
期
が
終
わ
り
、
今

か
ら
約
五
、

0
0
0年
前
後
を
ピ

l

p
と
し
て
、
そ
の
後
下
降
を
続
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
最
近
の
北
半
球
の
気
候

は
、
小
氷
河
期
時
代
に
戻
9

て
お

り
、
北
海
道
の
こ
れ
か
ら
の
天
候

も
、
も
ち
る
ん
変
動
は
あ
る
が
、
こ

れ
ま
で
の
昭
和
元
禄
時
代
の
よ
う
な

好
天
候
の
続
く
こ
と
は
望
め
な
い
の

で
あ
る
。

-42-

(
つ
づ
く
〉

い
日
本
列
島
で
は
、
北
海
道
の
日
高

山
脈
と
日
本
ア
ル
プ
ス
に
氷
河
の
痕

跡
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

氷
河
時
代
に
は
、
北
海
道
で
は
森
林

が
な
く
な
り
、
不
毛
の
ツ
ン
ド
ラ
地

帯
と
化
L
、
動
物
は
南
下
し
て
蘇
林

の
残
。
て
い
た
渡
島
半
島
に
住
み
つ

き
、
津
軽
海
峡
を
境
と
す
る
い
わ
ゆ

る
プ
ラ
キ
ス
ト
γ
線
を
形
成
L
、
北

海
道
独
特
の
動
物
区
を
作
る
よ
う
に

な
勺
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

で
を

w
歴
史
時
代
u
と
名
付
け
、
そ

の
期
聞
の
気
候
変
動
が
調
べ
ら
れ
て

か
る
。
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
約
一

万
年
前
に
最
後
の
ゲ
ュ
ル
ム
氷
河
期

が
終
わ
り
、
そ
の
後
地
球
の
気
候
が

楓
暖
化
に
向
か
っ
た
が
、
そ
の
聞
に

四
回
の
氷
河
時
代
の
戻
り
と
も
い
う

べ
き
現
象
が
起
こ
勺
て
い
る
。

そ
り
第
一
回
目
は
、
今
か
ら
八
、

'f~シツ*闇 ミシデル氷期
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t
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宮

S
H

製部
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百四国
高 16曲
~ 15曲

14曲
旦 1~醐

日 間

0
0
0年
以
上
菅
に
起
こ
勺
た
も
の

で
、
お
よ
そ
数
百
年
続
き
、
こ
れ
が

最
後
の
氷
河
期
の
名
残
り
と
み
ら
れ

る
。
第
二
回
目
は
、
今
か
ら
五
、

0

0
0年
前
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
時
代
の
大
半
は
"
最
適
気
候

期
u

と
呼
ば
れ
る
最
も
温
暖
な
期
間

に
当
た
り
、
中
総
度
地
方
で
は
現
在

よ
り
二
度
C
以
上
気
温
が
高
か
9

た
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九

六

八

年

(

昭

和

四

十

三

年

)

ま

で

常

生

活

、

と

く

に

食

業

と

は

密

接

な

)

た

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

る

ま

い

。

M
刊

の

九

度

。

気

温

下

降

は

、

大

変

異

常

関

係

が

あ

る

。

一

方

、

既

に

述

べ

た

岬

ソ

速

の

量

業

な

こ

と

で

あ

る

。

と

い

勺

て

も

皆

き

よ

う

に

年

々

の

気

候

は

大

き

く

変

わ

仲

ん
に
は
ピ

γ
と

こ

な

い

か

も

知

れ

な

っ

て

き

て

お

り

、

あ

る

時

代

の

社

会

疎

地

球

寒

冷

化

と

と

も

に

、

世

界

的

臨
す

い

が

、

北

海

道

の

場

合

、

夏

の

六

、

情

勢

も

、

気

候

の

変

動

と

決

し

て

無

北

に

異

常

気

象

が

ひ

ん

発

し

て

い

る

七

、

八

月

の

平

均

気

温

が

平

年

よ

り

関

係

で

は

な

い

。

た

と

え

ば

、

ア

メ

が

、

そ

の

最

も

大

き

い

影

容

を

受

け

三
度
低
い
と
米
が
と
れ
な
い
こ
と
を

P
カ
の
ハ
ン
チ

y
F
ト
γ
博

士

の

よ

て

い

る

の

は

ソ

速

で

あ

ろ

う

。

ッ

連

考
え
る
と
、
ま
さ
に

w
氷

河

期

が

来

う

に

、

民

族

の

興

亡

も

、

気

候

の

変

で

は

昭

和

三

十

八

年

、

天

候

不

良

の

た

る

"

と

考

え

る

の

も

無

理

も

な

い

勤

に

大

暑

く

左

+

相

さ

れ

る

と

い

う

学

た

め

穀

物

が

大

不

作

と

な

り

、

大

量

こ

と

で

あ

る

。

者

さ

え

い

る

。

の

家

音

を

殺

し

て

γ
・
ノ
ツ
マ
を
合
わ

と

こ

ろ

が

、

ご

く

最

近

に

な

っ

北

半

球

に

お

け

る

寒

冷

化

の

も

う

せ

た

と

伝

え

ら

れ

、

当

時

の

フ

ル

シ

て

、

急

に

気

温

が

上

昇

し

て

お

り

、

一

つ

の

証

犯

と

し

て

、

ソ

速

の

旧

都

チ

冒

フ

首

相

は

、

そ

の

責

任

を

と

ら

こ
れ
が
最
近
の
地
球
温
暖
化
の
恨
拠

ν
z
γ
F
ヲ
l
ド

に

お

け

る

一

月

の

き

れ

解

任

さ

れ

た

と

い

う

。

平

均

気

温

の

変

化

を

示

し

た

り

が

図

そ

の

後

、

昭

和

四

十

七

年

の

大

寒

2
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ν

z

y

F

4

・
猛
暑
・
干
ば
つ
で
再
び
般
物
が

ヲ

l
vの
冬

の

気

温

は

極

め

て

変

動

大

き

な

打

態

を

受

け

、

ア

メ

リ

カ

か

が

大

暑

く

、

ご

〈

最

近

に

な

ヲ

て

、

ら

大

量

の

援

物

を

愉

入

し

急

場

を

し

再

び

気

温

が

低

く

な

勺

て

き

て

い

の

い

で

い

る

。

ζ

の
年
も
マ
ア
ケ
ピ

る

。

今

、

試

み

に

最

近

の

五

カ

年

間

ヲ

チ

農

相

が

更

迭

さ

れ

て

い

る

。

の

平

均

を

と

っ

て

み

る

と

、

図

の

中

翌

年

は

豊

作

で

あ

っ

た

が

、

昭

和

で

矢

印

で

示

し

た

と

こ

ろ

に

当

た

五

十

年

に

は

大

干

ば

つ

に

襲

わ

れ

、

る
。
こ
の
値
は
、
ま
さ
に

ν
-
-
Y
グ

日

本

の

稲

作

で

い

う

と

作

況

指

数

六

ヲ

l
vで
気
象
観
測
が
始
ま
。
て
以

O
の
大
不
作
と
な
。
た
。
そ
の
結

来

の

最

低

の

平

均

気

温

と

な

勺

て

い

果

、

ま

た

、

ア

メ

リ

カ

か

ら

大

量

の

る
。
こ
の
事
実
は
、
最
近
の
レ
ユ

γ

般
物
を
輪
入

L
.
一
方
で
は
、
令
名

F
ラ
1
ド

の

各

の

気

温

は

、

小

氷

河

の

高

い

ポ

リ

ヤ

γ
ス
キ
l
農
相
の
解

期

時

代

に

戻

勺

て

い

る

こ

と

を

物

語

任

と

な

っ

た

。

っ

て

い

る

。

最

近

の

ソ

速

は

、

地

球

寒

冷

化

と

小

氷

河

期

時

代

の

日

本

で

は

、

と

も

に

異

常

気

象

に

悩

ま

さ

れ

、

日

朝

側

、

天

明

、

天

保

の

歴

史

上

空

-

一

本

で

い

う

と

お

末

の

不

作

で

、

農

林

大

飢

簡

が

発

生

し

て

お

り

、

こ

れ

も

大

臣

が

首

に

な

っ

た

よ

う

な

現

象

が

地

球

寒

冷

化

と

い

う

気

候

条

件

の

下

し

ば

し

ば

起

こ

っ

て

い

る

の

で

あ

で

起

こ

っ

て

い

る

。

た

と

え

ば

、

天

る

。

ま

た

、

日

本

で

は

週

一

目

、

肉

明
の
飢
餓
は
今
か
ら
約
二

O
O年
の

安

売

り

デ

ー

が

実

施

さ

れ

て

い

る

前

、

一

七

八

二

年

(

天

明

二

年

)

か

と

こ

ろ

も

あ

る

と

い

う

の

に

、

ソ

連

ら

六

年

聞

に

わ

た

ヲ

て

日

本

全

国

を

で

は

週

一

目

、

肉

無

し

デ

ー

が

設

け

聾

い

、

と

く

に

天

明

三

年

と

七

年

に

ら

れ

て

い

る

と

い

う

。

食

糧

の

自

給

は

、

そ

の

惨

状

茜

し

く

、

飢

鑑

の

中

率

が

四

O
同
と
い
う
日
本
に
と
っ

心

と

な

っ

た

三

陸

地

方

で

は

、

自

分

て

、

ソ

速

の

最

近

の

異

常

気

象

に

よ

の

子

ど

も

を

殺

し

て

人

肉

を

食

う

も

る

穀

物

の

不

作

は

、

決

し

て

対

岸

の

の

す

ら

あ

勺

た

主

伝

え

ら

れ

て

い

火

事

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

る

。

(

つ

づ

く

)

ま
た
、
図
2
の
中
で
み
ら
れ
る
よ

議

冷

化

地
球
上
の
気
象
観
測
り
最
も
長
い

国
は
、
一
七
世
紀
半
ば
、
日
本
で
い

う
と
江
戸
幕
府
の
初
期
の
こ
ろ
か

ら
、
気
温
の
観
測
を
し
て
い
る
イ
ギ

"
ス
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
球
全

体
の
気
温
の
資
料
と
な
る
と
ま
だ
一

O
O年
に
速
し
な
い
。
そ
の
年
平
均

気
温
の
変
化
を
示
し
た
の
が
図
ー
で

あ
る
。こ

れ
を
み
る
と
‘
北
半
球
で
は
、

一
九
四

O
年
(
昭
和
十
五
年
)
こ
ろ

連総 (8)

句史

を
ピ

l
p
と
し
て
、
そ
の
後
、
次
第

に
気
温
が
下
降
し
て
い
る
。
全
球
で

も
、
そ
の
傾
向
が
似
て
お
り
、
イ
ギ

リ
ス
で
は
最
近
の
気
視
が
小
氷
河
期

(
一
五
五

O
ー
一
九

O
O年
}
の
末

期
こ
る
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
ま

た
、
北
極
に
近
い
フ
ラ

γ
ツ
・
ヨ
セ

フ
島
で
は
、
近
年
に
な
勺
て
プ
ラ
ス

二
度
か
ら
、
マ
イ
ナ
ス
七
度
ま
で
下

降
し
て
い
る
。

も
?
と
も
こ
の
島
は
、
北
半
球
で

も
、
一
番
寒
冷
化
が
顕
著
な
と
こ
ろ

で
あ
勺
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
-

河期

和田英夫

函館海洋気象台長

氷

と
も
な
。
て
い
る
。

し
か
し
、
北
半
球
全
般
か
ら
み
る

と
、
寒
冷
化
の
中
心
が
東
半
暗
唱
の
カ

ナ
F
側
に
移
っ
た
だ
け
で
、
現
在
で

も
高
緯
度
を
中
心
と
す
る
寒
冷
化
が

続
い
て
い
る
。
農
業
を
営
む
皆
さ
ん

に
と
っ
て
、
北
半
球
の
現
在
の
気
候

が一

O
O年
以
上
背
の
小
氷
河
期
時

代
に
戻
勺
て
い
る
ζ

と
を
、
よ
〈
認

識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
う
。

天
候
と
民
族

毎
日
の
お
天
気
は
、
私
た
ち
の
日

回診

!It湿の経年変化

フランア・ヨセフ鳥

図1

2.0 

う
に
、
ナ
ポ

ν
オ

γ
の
ロ
シ
ア
遠

征、

vイ
ツ
寧
の
ソ
連
侵
攻
は
、
い

ず
れ
も
戦
い
に
勝
ヮ
て
寒
さ
に
負
け

た
と
い
わ
れ
る
が
、
両
者
と
も
シ
ベ

リ
ア
の
大
寒
冬
時
代
に
ソ
速
を
攻
め

た
こ
と
に
な
り
、
気
候
が
い
か
に
民

族
の
興
亡
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
園
町
中
で
、
北
日
本
の
冷
容
が

ジ
ベ
リ
ア
の
寒
冬
時
代
に
ひ
ん
発
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
も
、
昭
和

初
期
か
ら
始
ま
?
た
東
北
地
方
の
冷

容
の
ひ
ん
発
に
よ
り
、
提
村
は
疲
雌
押

し
、
そ
の
後
の
社
会
情
勢
の
悪
化

が
、
昭
和
十
一
年
の
こ
・
二
大
事
件

か
ら
日
支
事
変
の
ぼ
っ
発
、
さ
ら
に

第
三
次
大
戦
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

買
明
飢
箇
町
図

一
昭
祁
の
冷
寄

付
日
行
川

amH』
=
2
T明
治
の
ゆ
嘗

1
1
・
ヰ
九

温
1

1

4

1

1

一

気

g
a
H
1
-
g
干
明
治
初
期

町

一

の

不

作

引

E
Z富
子

ハ

-
-
e
g
T
'
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子、

、や

新
館
録
続
出

地
球
寒
冷
化
に
伴
い
、
日
本
の
最

近
の
天
候
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
世
紀
に
入
9

て
か
ら
の
、
日
本

に
お
け
る
季
節
測
の
気
温
と
、
年
降

水
量
の
平
均
の
変
化
を
示
し
た
の
が

図
ー
で
あ
る
。
こ
の
固
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
地
球
寒

冷
化
の
傾
向
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
に

現
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
験
後
の

こ
ろ
に
は
冬
期
、
春
期
を
中
心
に
低

連.(会)

句史

温
が
顕
著
で
あ
。
た
が
、
そ
の
後
は
、

世
界
の
寒
冷
化
と
逆
に
著
し
く
温
暖

な
安
候
が
続
い
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
天
候
も
、
一
九
六

O

年
{
昭
和
三
十
五
年
)
こ
ろ
を
ピ
l

p
と
L
て
次
第
に
気
温
が
下
降
を
続

け
て
い
る
。
と
く
に
農
業
と
関
係
の

深
い
夏
の
天
保
を
調
べ
て
み
る
と
、

最
近
、
北
海
道
と
西
日
本
で
か
な
り

異
な
勺
た
変
化
を
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
北
海
道
で
は
こ
こ
数
年
間
に

冷
容
が
ひ
ん
発
し
て
い
る
の
に
、
西

日
本
で
は
、
磐
い
干
ば
つ
天
候
の
年

日本の気 候

和国喪失

函館海洋気象台長

か
ら
紋
に
か
け
て
、
九
州
を
中
心
に

大
干
ば
つ
と
な
り
、
佐
賀
で
は
、
九

月
町
降
水
畳
が

0
・二
J

(平
年
二

=
大
J
)
と
い
う
驚
異
的
な
新
記
録

と
な
。
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
記
録

は
.
そ
の
出
現
確
率
か
ら
考
え
て
未

来
永
却
に
磁
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
昭
和
三
十
九
年
か
ら

大
固
に
わ
た
る
北
海
道
の
冷
害
を
は

じ
め
、
最
近
の
日
本
に
お
け
る
異
常

天
候
町
発
生
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
の
で
あ
る
。

北
海
道
の
冷
夏

地
理
寒
冷
化
と
と
も
に
、
日
本
の

最
北
端
に
位
置
す
る
北
海
道
の
天
候

も
、
そ
の
影
響
を
大
き
〈
受
け
て
い

る
。
具
体
的
た
例
と
し
て
、
近
年
の

北
海
道
に
お
け
る
夏
の
気
温
変
化
を

平
年
偏
差
で
示
し
た
の
が
図
2
で
あ

る
。
点
線
は
偏
差
の
毎
年
の
値
、
突

線
は
五
年
穆
勘
平
均
し
て
平
滑
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
固
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
昭
和
三
十
五
年
こ
ろ
ま

で
は
、
年
々
の
変
化
が
非
常
に
大
き

い
の
に
、
そ
の
後
は
極
め
て
変
化
が

小
さ
〈
な
。
て
い
る
。
こ
の
図
だ
け

か
ら
み
る
と
、
且
胤
近
の
北
海
道
の
買

は
猛
暑
も
な
い
し
、
ひ
ど
い
冷
夏
も

な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
半

旬
と
い
う
よ
う
な
短
い
期
間
で
は
極

め
て
変
動
が
大
き
く
な
。
て
い
る
の

で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
冷
容
の
あ
9

た
昭
和

四
十
六
年
の
夏
を
調
べ
て
み
る
と
七

月
、
八
月
中
旬
に
は
、
北
海
道
各
地

で
、
新
記
録
の
低
温
が
観
測
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
事
実
は
重
要
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
の
昭
和
め
冷
夏
は
、
い
わ
ば

地
球
温
暖
化
時
代
に
起
こ
。
て
い
る

が
、
小
氷
河
期
に
あ
る
こ
れ
か
ら
の

冷
夏
に
は
、
さ
ら
に
強
い
低
温
の
可

能
性
の
大
暑
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
果
た
せ
る
か
な
、
昨
年
の
北
円

本
の
冷
害
で
は
、
八
月
の
平
均
気
温

が
大
正
二
年
の
大
冷
害
に
匹
敵
す
る

よ
う
な
低
温
と
な
勺
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
悶
2
に
お
け
る
よ
う
に
、

最
近
の
気
温
変
動
町
小
さ
い
の
は
高

純
度
の
寒
冷
化
に
伴
い
、
盛
夏
期
に

な
。
て
も
‘
梅
雨
前
線
が
梅
太
ま
で

北
上
で
き
ず
、
北
海
道
周
辺
で
停
滞

す
る
た
め
の
見
か
け
上
の
現
象
で
あ

る
。
こ
の
た
め
北
海
道
で
も
ζ

こ
数

年
、
異
常
天
候
の
続
出
な
の
で
あ

t

:
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図1 日本にa叫する気温と年降水置の変動
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る。
こ
れ
ま
で
、
北
海
道
付
近
で
南
北

仮
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
飽
雨
前
線

が
、
昨
年
は
東
北
地
方
ま
で
南
下
し

て
停
滞
し
、
そ
の
特
性
が
そ
の
ま

ま
、
北
日
本
町
冷
容
に
つ
な
が
勺
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
北
海
道
に
お
け

る
最
近
の
夏
期
平
均
気
温
の
変
動
が

小
さ
い
の
は
、
気
候
学
的
に
み
る

と
、
今
後
の
天
候
が
こ
れ
ま
で
と
遣

勺
た
天
候
、
お
そ
ら
く
は
寒
冬
、
冷
夏

傾
向
の
時
代
に
変
わ
る
H

転
移
期
u

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

気
象
災
害
史

日
本
の
気
象
鰻
測
の
記
録
は
、
量

も
古
い
函
館
で
も
や
?
と
一

O
O年

に
述
し
た
ば
か
り
で
あ
る
n

と
こ
ろ

が
、
日
本
各
地
の
古
い
虫
害
史
を
調

ベ
て
み
る
と
、
最
近
白
日
本
町
気
候

も
.
小
氷
河
時
代
に
戻
り
つ
つ
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和

三
十
年
七
月
下
旬
に
九
州
の
諌
早
で

集
中
豪
雨
が
あ
り
、
一
日
で
一
、

O
O

O
J
の
雨
が
降
り
、
五

O
O人
の
犠

牲
者
を
だ
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

諌
早
市
町
宮
川
町
大
能
寺
町
境
内
に

宮
川
と
い
う
川
が
流
れ
て
お
り
、
そ

の
渓
谷
に
五
百
躍
漢
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
由
来
を
み
る
と
、
元
禄
十

二
年
ご
六
九
九
年
)
八
月
十
三
日

に
大
洪
水
が
あ
り
、
そ
の
と
・
き
の
死

者
を
弔
う
た
め
に
膨
ら
れ
た
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
諌
早
で
は
=
一

O
O

年
近
い
昔
に
、
や
は
り
集
中
豪
雨
に

岡
田
わ
れ
て
お
り
、
奇
し
く
も
犠
牲
者

の
数
ま
で
、
同
じ
で
あ
勺
た
の
で
あ

る。
ま
た
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
に
、

道
南
の
各
地
で
集
中
豪
雨
に
よ
り
大

.... 
( ¥ 
ト→目、，

、， ，‘' ， 
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き
な
損
害
が
起
ニ
。
た
。
そ
の
被
害

状
況
を
み
る
と
、
集
中
豪
雨
に
起
因

す
る
典
型
的
な
土
石
流
に
よ
る
も
の

で
、
土
地
の
古
老
は
も
ち
ろ
ん
経
験

し
た
こ
と
も
な
い

L
、
ま
た
、
役
場

内
記
録
に
も
な
い
よ
う
な
大
き
な
災

害
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
勺
た
。
と
こ

ろ
が
、
函
館
市
史
を
み
る
と
、
元
来

函
館
と
い
う
の
は
、
亀
出
郡
か
ら
始

ま
勺
て
い
る
が
、
元
世
帯
時
代
に
し
ば

し
ば
大
洪
水
に
趨
わ
れ
、
や
む
な
く

現
在
の
地
域
へ
移
っ
た
と
書
い
て
あ

る。
そ
の
ほ
か
、
日
本
各
地
に
似
た
よ

う
な
古
い
記
録
が
た
く
さ
ん
あ
り
、

ど
う
や
ら
日
本
の
気
候
も
、
一

O
O

年
以
上
昔
の
小
本
河
時
代
に
戻
っ
て

い
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
の

で
あ
る
n

(

つ
づ
く
)
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梅
太
な
み
の
気
候
に
な
。
た
よ
う
な
明
治
の
終
わ
り
の
こ
ろ
は
毎
年
こ
ん

M
に
遺
す
る
ζ

と

も

あ

る

。

た

り

す

る

。

標

と

し

て

太

陽

黒

点

が

用

い

ら

れ

て

も

の

で

あ

る

。

な

毒

で

串

勺

た

と

孫

に

踊

る

。

現

代

い

ま

悶

に

し

た

が

。

て

脱

明

す

る

実

際

に

こ

と

し

の

一

月

、

ア

ラ

ス

い

る

。

太

陽

黒

点

と

い

う

の

は

、

い

マ
ス
ヨ
ミ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
ヮ
子
の
孫
は
"
ど
う
し
て
気
候
が
そ
と
、

o
s
ヲ
ト
気
流
が
、
は
じ
め
例
カ
で
は
、
平
年
よ
り
一

O
度
C
も
気
わ
ぱ
太
陽
に
で
き
た
シ
ミ
の
よ
う
な

る
と
、
猛
吹
雪
で
自
動
車
が
埋
も
ん
な
に
変
わ
る
の

n
J
と
尋
ね
る
で
の
よ
う
に
西
か
ら
東
へ
一
様
に
吹
い
湿
の
高
い
冬
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
も
の
で
、
約
一
一
年
の
9
ズ
ム
で
変

れ
、
凍
死
者
が
出
た
り
、
学
校
中
ヱ
あ
ろ
う
。
学
問
的
に
、
気
候
変
動
の
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
ょ
う
け
な
大
気
の
流
れ
と
、
異
常
天
候
化
し
て
お
り
、
長
年
の
資
料
が
あ

掲
の
閉
鎖
、
さ
ら
に
天
然
ガ
ス
の
不
原
因
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
い
う
定
説
寒
気
が
北
極
を
中
心
と
し
た
高
緯
度
の
関
係
を
国
2
に
示
し
て
あ
る
。
る
。
統
計
的
な
研
究
に
よ
る
と
、
太

足
の
た
め
暖
房
の
使
用
制
限
が
行
わ
が
な
い
が
、
次
に
私
な
り
に
説
明
L

地
方
に
滞
矧
L
、
平
均
的
に
偏
西
風
最
近
、
高
緯
度
地
方
の
寒
冷
化
と
腸
黒
点
の
極
小
期
に
、
北
日
本
の
冷

れ
、
各
州
で
「
非
常
事
態
宣
言
」
を
て
み
よ
う
。
が
強
い
が
、
日
本
の
よ
う
な
中
総
度
と
も
に
、
北
半
球
。
天
気
圏
上
で
み
容
が
ひ
ん
発
し
て
い
る
。

声
明
し
、
気
象
局
で
は
全
国
民
に
対
気
候
変
動
と
い
。
て
も
、
長
い
も
地
方
で
は
、
夏
で
も
毒
で
も
天
候
が
る
と
、
大
規
模
な
南
北
気
回
の
交
換
ま
た
、
内
因
と
し
て
は
、
火
山
の

L
凍
傷
を
避
け
る
た
め
外
出
を
し
な
の
は
万
年
の
単
位
か
ら
、
短
い
も
の
順
調
で
、
気
温
も
平
年
よ
り
高
く
な
が
ひ
ん
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
爆
発
、
大
気
中
に
お
け
る
炭
敵
ガ
ス

い

よ

う

に

勧

告

し

た

と

い

う

。

は

年

単

位

で

変

動

し

て

お

り

、

時

間

る

。

世

界

各

地

に

記

録

的

な

異

常

気

象

を

や

チ

リ

の

制

加

が

あ

げ

ら

れ

る

。

い

ま
た
、
ヵ
l
タ

l
新
大
統
領
が
、
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

初
め
て
の

n
炉
辺
談
話
u

で
国
民
に
れ
異
な
勺
た
原
因
が
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
近
年
の
気
候
変
動

の
原
因
に
限
定
し
て
述
ベ
る
。

少
し
専
門
的
な
題
に
な
る
が
、
元

来
、
地
球
上
の
大
気
は
、
高
純
度
で

絶
え
ず
冷
や
さ
れ
、
低
緯
度
で
は
暖

た
め
ら
れ
て
い
る
。
も
L
、
ζ

の
よ

う
な
状
態
が
長
く
続
け
ば
、
高
緯
度

の
気
温
は
、
ど
ん
ど
ん
下
降
し
、
低

純
度
で
は
、
ど
ん
ど
ん
上
昇
す
る
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
地

球
上
の
年
々
の
平
均
気
温
の
変
化
を

嗣
ベ
て
み
る
と
、
そ
ん
な
に
大
き
な

変
化
は
な
い
e

つ
ま
り
、
何
ら
か
の
原
因
で
、
地

球
上
に
お
け
る
大
規
模
な
空
気
、
す

な
わ
ち
気
回
の
南
北
交
換
が
し
ば
し

ば
超
己
り
、
大
気
は
常
に
平
衡
を
保

つ
よ
う
に
動
い
て
お
り
、
日
本
の
寒

冬
平
猛
暑
な
ど
も
、
そ
の
一
環
と
し

て
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

気
回
の
南
北
交
換
の
年
々
の
特
性

が
、
そ
の
ま
ま
気
候
変
動
の
特
徴
と

も
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
北
半
噛
阜
の
大
気
の
流
れ
の

変
化
世
、
毛
デ
ル
的
に
示
し
た
の
が

図
ー
で
あ
る
。
大
気
は
、
通
常
西
か

ら
東
へ
流
れ
て
お
り
、
対
流
圏
上
部

一
O
J
の
高
担
で
は
、
と
く
に
風
が

強
く
、
こ
れ
を
・
ゾ
忌
ヲ
ト
気
流
と
呼

ん
で
お
り
、

4
季
に
は
毎
秒
一

0
0

世
紀
の
大
寒
波

昨
年
の
十
二
月
末
か
ら
始
ま
プ
た

寒
波
は
、
ア
メ
り
カ
と
日
本
を
直
撃

し
、
約
二
ヵ
月
続
き
、
ま
さ
に
世
紀

の
大
寒
設
と
な
。
た
。
北
海
道
で

は
、
最
低
気
温
、
真
寺
田
町
連
続
、

さ
ら
に
積
雪
と
新
記
録
が
続
出
L
、

全
道
が
冷
疎
廊
に
入
っ
た
よ
う
な
状

餓
と
な
り
、
皆
さ
ん
は
こ
り
標
題
の

「
地
球
は
冷
え
る
」
を
何
と
な
く
身

を
も
勺
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る

ま
「
い
か
。連破{的

句史
北
海
道
の
こ
と
し
の
一
月
の
平
均

気
温
を
調
べ
て
み
る
と
、
且
凪
・
も
寒
か

ア
た
道
東
で
平
年
に
比
ベ
て
四
度
C

く
ら
い
低
く
、
異
常
な
寒
冬
で
あ
。

た
.
と
こ
ろ
が
、
ア
メ
"
カ
の
一
月

の
平
均
気
温
分
布
を
み
る
と
、
五
大

湖
町
南
方
の
オ
ハ
イ
オ
州
を
中
心

に
、
平
年
よ
り

}
O度
C
以
上
も
低

く
な
ヲ
て
い
る
。
こ
れ
を
統
計
的
に

何
辱
に
-
固
の
癒
率
で
起
こ
る
か
計

算
す
る
と
、
約
五
‘

0
0
0年
に
一

固
と
い
う
猛
烈
な
低
温
と
な
。
て
い

る
。
日
本
で
い
え
ば
、
関
東
地
方
が

EZ-2 

候変動
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気

w
節
約
の
す
す
め
u
を
訴
え
た
。
こ

の
ア
メ
H
，
カ
の
大
寒
渡
で
、
秋
ま
き

の
殻
物
や
果
樹
が
大
打
翠
を
受
け
た

も
の
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
夏
の
天
候

い
か
ん
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
日

本
に
も
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ

と
は
必
至
と
考
え
ら
れ
る
。

ジ
ェ
ッ
ト
気
涜

ζ

の
冬
の
大
寒
波
と
大
雪
を
み

て
、
お
父
さ
ん
は
、
斡
争
に
負
け
た

昭
和
二
十
年
の
年
も
、
こ
ん
な
冬
で

あ
勺
た
と
い
い
、
お
じ
い
さ
ん
は
、

oil' 

暖気

国 t ;;;エット観音底的舵行 t陰膨額分は療気}
と
こ
ろ
が
、
何
ら
か
の
原
因
で
、

O
S
ヲ
ト
気
流
が
蛇
行
〈
だ
こ
う
)

し
は
じ
め
て
M
W
の
よ
う
に
な
り
、
寒

気
が
次
第
に
中
鉢
度
地
方
へ
侵
入
し

最
終
的
に
川
刊
の
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
。
こ
う
な
る
と
、
北
単
球
で
は
、

偏
西
風
が
弱
ま
り
、
中
総
度
地
方

に
、
冬
な
ら
ば
寒
波
と
大
雪
を
も
た

ら
す
。
同
時
に
場
所
に
よ
っ
て
は
、

南
方
の
暖
か
い
気
聞
が
高
純
度
に
運

ば
れ
、
と
き
な
ら
ぬ
大
暖
冬
に
な
っ ，寒気

f 
も
だ
ら
し
、
気
候
変
動
申
直
属
聞
の
原

因
と
な
av

て
い
る
の
で
あ
る
.

外
国
践
と
内
国
鋭

で
は
、
地
球
寒
冷
化
の
原
因
は
な

ん
で
あ
る
う
か
。
そ
の
原
因
と
し

て
、
一
応
、
太
陽
活
動
の
よ
う
な
地

球
大
気
外
の
外
国
践
と
、
地
球
上
、

も
L
〈
は
地
球
大
気
中
に
原
因
が
あ

る
と
い
う
内
因
説
に
分
け
ら
れ
る
。

太
鶴
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指

匂ぷM

国2 南北溝型のときの異常ItUl

-45-

ず
れ
に
し
て
も
、
学
問
的
に
、
そ
の

気
候
変
動
と
の
因
果
関
係
が
明
確
に

な
。
て
い
な
い
。

私
は
太
陽
活
動
説
に
魅
力
が
あ
り

事
実
昨
年
・
の
冷
害
は
、
太
陽
黒
点
の

極
小
年
に
超
こ
令
て
お
り
、
こ
の
夏

も
決
し
て
奈
観
で
虐
な
い
。
少
な
く

と
も
、
順
調
な
夏
と
い
う
よ
り
、
極

地
な
天
候
の
現
れ
る
可
能
性
の
大
き

い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

〔
つ
づ
く
)



、、

P 、

W品

農
家
の
皆
さ
ん
は
、
長
期
予
報
、

と
く
に
夏
の
天
候
予
報
を
額
り
に

し
、
ま
た
よ
〈
利
用
し
て
い
る
こ
と

と
思
う
。
し
か
し
、
長
期
予
報
を
有

効
に
利
用
す
る
に
は
、
少
し
で
も
、

そ
の
突
胞
を
知
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
獲
を
飲
む

と
き
に
そ
の
効
能
包
を
読
み
服
用
法

を
知
る
よ
う
な
も
の
で
、
あ
ま
り
長

期
予
報
を
信
顧
し
す
ぎ
る
と
、
せ
。

か
く
の
裂
も
惑
に
な
。
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
.

連量産 (6)

; 
い
つ
か
選
替
の
終
わ
。
た
あ
と

.
で
、
あ
る
新
聞
に
「
選
挙
の
公
約
と

長
期
予
報
は
ア
テ
に
な
ら
な
い
」
と

い
う
名
文
句
が
棋
勺
て
い
た
こ
と
が

あ
る
。
実
を
い
う
と
、
長
期
予
報
の

専
門
家
で
あ
る
私
自
身
で
さ
え
、
長

期
予
報
は
当
た
る
も
の
だ
と
恩
勺
て

い
な
い
。
ま
晶
、
も
2

9
と
考
え
て

も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
す
、
あ
き
。

て
の
天
気
予
報
も
確
か
で
な
い
の

に
、
何
カ
月
も
先
の
予
報
が
う
ま
〈

い
〈
と
は
思
わ
れ
な
い
.
と
こ
ろ
が
、

不
可
能
と
恩
わ
れ
る
こ
の
長
期
予
報

を
、
世
界
で
最
初
に
研
究
を
始
め
た

の
が
日
本
な
の
で
あ
る
。

長
期
予
報
の
歴
史

"
必
要
は
発
明
の
母
u
と
い
う
が
、

日
本
町
長
期
予
報
は
、
東
北
地
方
に

お
け
る
冷
害
天
候
の
予
報
に
始
ま
勺

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
小
氷
河
期

。
末
期
に
当
た
る
明
治
か
ら
大
正
の

初
め
に
か
け
て
、
東
北
地
方
は
天
保

以
来
の
大
凶
作
に
襲
わ
れ
、
何
と
か

期予報

和国英夫

北海道教育大学識朗i
{前函館海洋気象台長}

井
戸
の
中
町
カ
エ
ル
町
長
期
予
報
で

あ
勺
た
。

こ
の
時
代
に
は
、
ひ
ど
い
の
に
な

る
と
毒
の
予
報
が
は
ず
れ
る
と

n
カ

エ
ル
の
冬
眠
状
態
を
調
べ
る
と
よ
〈

当
た
る
u

と
い
う
忠
告
を
、
ま
じ
め

に
気
象
庁
へ
寄
せ
て
く
る
人
事
え
い

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
の
よ
う
な
老
兵
か
ら

み
る
と
、
最
近
町
長
期
予
報
は
こ
こ

数
年
閥
に
ニ
つ
の
薗
で
長
足
の
進
歩

を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
地
球
全
体
に

わ
た
る
対
流
閥
、
成
層
闘
の
気
象
賢

料
。
利
用
と
、
こ
れ
を
処
理
す
る
電

子
計
算
機
の
稿
用
に
よ
り
、
長
期
予

報
も
次
第
に
科
学
的
に
な
。
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。

本
の
天
候
の
前
兆
と
な
る
も
の
を
、

北
半
疎
の
気
草
野
料
の
な
か
か
ら
手

当
た
り
し
だ
い
に
探
し
だ
す
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
長
年
の

資
科
を
用
い
て
札
錦
町
七
月
の
気
温

と
、
北
半
抽
掃
の
各
地
点
の
気
院
と
の

同
時
の
相
関
係
散
を
計
算
し
、
札
幌

町
七
月
の
気
温
が
ど
こ
の
地
点
と
密

緩
な
関
係
が
あ
る
か
、
調
べ
る
方
法

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
札
幌
町
気
温
主
何
カ
月

も
さ
か
の
ぼ
勺
た
北
半
球
の
各
地
点

円
気
庄
と
円
相
関
係
散
を
計
算
し
て

お
け
ば
、
札
幌
町
七
月
町
気
温
予
報

に
役
立
ち
、
こ
の
よ
今
な
方
法
を
相

関
法
と
呼
ん
で
い
る
e

ま
た
、
周
期
法
と
い
う
方
法
も
あ

る
。
確
か
に
天
気
に
は
あ
る
周
期
が

み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
残
念
な

が
ら
確
定
的
な
も
の
は
な
い
.
気
象

現
象
に
、
天
文
に
お
け
る
よ
う
な
磁

自こ f坦戸1::よる|臨蹄!日白 血
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L で Pお 報 突 、り団規 H カを 0 北 ずよ 予 晶

て
発
表
し
て
い
る
の
が
長
期
予
報
の

現
状
な
の
で
あ
る
。

長
期
予
報
の
発
表

長
期
予
報
の
発
表
は
、
一
カ
月
予

報
は
毎
月
末
に
、
三
カ
月
予
報
は
毎

月
二
十
日
に
行
わ
れ
、
北
海
道
で
は

夏
申
期
間
だ
け
、
と
〈
に
最
課
の
た

め
毎
月
十
日
に
も
一
カ
月
予
報
を
発

表
し
て
い
る
。

ま
た
、
買
の
予
報
は
三
月
十
目
、

専
の
予
報
は
、
十
月
二
十
日
に
発
表

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
カ
月

以
上
町
長
期
予
報
を
公
表
し
て
い
る

町
は
、
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
日
本

だ
け
な
の
で
あ
る
。

長
期
予
報
の
発
表
文
の
中
で
、
気

温
、
隆
水
量
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
平

年
と
比
岐
し
た
表
現
を
用
い
て
い

る
。
そ
の
偏
差
の
程
度
は
、
地
続
と

季
節
に
よ
。
て
異
な
り
、
一
応
の
標

単
は
表
り
よ
う
に
な
。

τい
る
。

こ
の
耳
目
天
候
予
報
が
す
で
に
発

表
さ
れ
て
お
り
、
車
骨
は
寒
暖
の
変
動

が
大
主
〈
、
変
は
低
温
.
大
雨
な
ど

の
不
服
な
天
候
の
内
容
と
な
。
て
い

丸山
w

。実
は
、
三
月
十
日
の
発
表
は
、
統

計
的
な
方
法
が
主
体
で
、
天
気
図
上

で
北
海
道
の
夏
の
天
候
の
予
測
が
で

き
る
の
は
、
四
月
か
ら
五
月
に
か
け

て
の
北
半
球
に
お
け
る
大
気
の
流
れ

の
特
性
を
A
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
.と

に
か
く
、
く
ど
い
よ
う
で
あ
る

が
、
現
在
の
気
候
が
小
氷
河
期
時
代

に
戻
。
て
お
り
、
ニ
の
夏
も
思
わ
ざ

る
よ
う
な
異
常
天
候
の
可
能
性
の
大

き
い
こ
と
を
よ
く
露
識
し
、
万
全
の

庭
菜
対
策
を
謹
ん
で
や
ま
な
い
.

〔
つ
づ
〈
V

-46ー

長

し
て
夏
の
天
候
を
予
測
し
、
稲
作
の

被
害
を
防
.
く
目
的
で
.
当
時
の
農
学

者
が
、
そ
の
研
究
を
始
め
た
の
で
あ

る
e

つ
ま
り
、
日
本
町
長
期
予
報
は
、

稲
作
の
冷
害
対
策
に
端
を
発
L
、
一

カ
月
予
報
官
飛
び
越
え
て
夏
の
天
候

予
報
か
ら
始
ま
。
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
七
O
年
に
わ
た
る
長
期

予
報
の
研
究
は
、
ま
さ
に
苦
録
。
歴

史
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
.
普
は
、

長
期
予
報
を
や
る
に
し
て
も
ろ
〈
に

気
象
資
料
も
な
く
、
い
う
な
れ
ば
、

長
期
予
報
の
方
法

現
在
の
長
期
予
報
の
基
礎
と
な
。

て
い
る
の
は
北
半
醸
の
商
層
天
気
関

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
慌
維
な
よ
う

に
み
え
る
こ
の
天
気
閃
に
も
、
人
相

に
も
似
た
天
相
と
も
い
う
べ
き
も
の

が
あ
る
.
少
な
く
と
も
、
日
本
町
異

常
天
候
は
、
こ
の
天
相
を
う
ま
く
つ

か
ま
え
る
こ
と
に
よ
。
て
予
測
で
身
、

る
。
し
た
が
。
て
、
現
在
と
よ
〈
似

た
天
気
閃
を
過
去
の
中
か
ら
選
び
だ

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
予
報
に
大
い

に
役
立
つ
。
つ
ま
り
、
犯
人
捜
査
に

た
と
え
る
な
ら
、
人
相
な
ら
ぬ
実
相

円
割
り
出
し
を
や
る
わ
け
で
、
こ
の

よ
う
な
方
法
を
頬
似
法
と
呼
ん
で
い

る。
ガ
γ
の
噛
需
を
A
つ
け
る
方
法
町
一

つ
と
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
藁
を

取
り
上
げ
て
そ
の
中
か
ら
ガ
ン
に
効

〈
薬
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
行
き
方

が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
長
期
予
報
町
方
法
と
し
て
、
日
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北
海
道
に
お
け
る
農
作
物
は
、
夏
ゾ
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
前
に
噴
火
湾
側
と
日
本
海
側
で
は
、
そ
の
始
ま
勺
た
昭
和
三
十
九
年
か
ら
、
北
第
二
種
冷
夏
型
の
場
合
に
は
、
津
軽
束
。
方
に
変
位
し
、
そ
の
影
響
が
北

季
の
生
育
期
聞
の
低
温
、
す
な
わ
ち
述
べ
た
よ
う
に
、
北
日
本
の
冷
害
天
明
暗
の
度
合
が
大
き
い
。
突
は
こ
の
日
本
が
冷
夏
な
の
に
、
西
日
本
で
は
海
峡
を
境
に
し
て
、
北
海
湾
た
け
冷
日
本
の
冷
夏
に
つ
な
が
。
て
い
る
。

冷
寄
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
う
け
、
候
に
は
、
次
の
二
つ
の
型
が
あ
る
こ
第
一
種
冷
夏
型
は
、
と
く
に
北
半
球
猛
暑
、
干
ば
つ
と
い
う
北
冷
西
暑
型
書
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
高
鎗
度
寒
た
と
え
ば
、
昭
和
三
十
九
年
の
豆

そ
の
最
も
影
響
町
大
き
い
の
は
、
い
と
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
勺
た
。
的
に
関
連
性
が
あ
り
、
昭
和
二
十
九
の
天
候
が
多
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。
冷
化
の
初
期
の
現
象
と
し
て
説
明
で
月
に
、
極
渦
が
極
東
側
に
著
し
く
南

う
ま
で
も
な
く
水
穏
で
あ
る
。
こ
の
す
な
わ
ち
、
北
半
球
の
大
気
の
流
年
の
よ
う
に
、
北
日
本
冷
夏
、
ァ
メ
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
六
年
は
、
全
国
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
昨
年
の
八
月
に
下
L
、
一
時
的
に
、
北
日
本
に
好
天

冷
害
を
も
た
ら
す
気
象
画
か
ら
の
原
れ
の
特
性
か
ら
み
る
と
、
気
候
変
動
リ
カ
大
干
ば
つ
、
ョ
!
ロ
ヲ
パ
不
眠
平
均
の
作
況
指
数
が
九
三
唱
と
い
う
は
、
同
じ
冷
害
型
の
天
候
が
、
東
北
候
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
六
月

因
に
つ
い
て
は
、
明
治
末
期
以
来
、
の
際
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
偏
西
風
天
候
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
的
な
奥
り
に
、
来
の
需
給
が
単
年
度
で
は
八
地
方
ま
で
及
び
、
こ
の
冬
の
大
寒
波
か
ら
オ
ホ
l
ツ
タ
海
高
気
圧
が
ひ
ん

多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
が
大
き
く
蛇
行
(
だ
こ
う
)
L
、
大
常
天
候
が
ニ
カ
月
も
続
く
の
が
そ
の

O
方
J
の
来
不
足
で
あ
。
た
こ
と
を
と
と
も
に
、
日
本
も
、
地
球
寒
冷
化
繁
に
現
れ
、
不
順
な
天
候
が
二
カ
月

ご
く
最
近
、
北
半
球
に
お
け
る
高
規
模
な
気
回
町
南
北
交
換
の
結
果
と
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
に
オ
ホ
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
の
大
き
な
影
智
を
う
け
て
い
る
こ
と
も
続
き
、
つ
い
に
記
録
的
な
冷
害
と

層
資
料
を
用
い
た
研
究
に
よ
り
、
北
し
て
起
こ
る
冷
夏
と
、
偏
西
風
の
強

l
ツ
タ
海
高
気
庄
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、
昨
年
の
冷
害
天
候
に
は
、
も
は
や
疑
い
も
な
い
こ
と
な
の
な
勺
た
。

日
本
の
冷
害
天
候
に
二
つ
の
型
が
あ
い
状
態
の
ま
ま
で
、
北
極
寒
気
が
鉱
が
、
少
な
く
と
も
冷
害
年
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
記
憶
に
析
し
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
種
冷
夏
平
混
合

り

、

さ

ら

に

、

北

半

球

の

大

気

の

流

大

し

た

形

で

起

こ

る

冷

夏

の

=

種

頬

は

、

極

東

に

お

け

る

北

方

高

気

匡

と

が

、

天

候

型

か

ら

み

る

と

、

混

合

型

型

の

場

合

に

は

、

晩

春

か

ら

天

候

の

極
潟
(
う
ず
)
の
動
向

れ

方

と

関

連

し

て

起

こ

。

て

い

る

こ

が

あ

り

、

前

者

を

第

-

種

冷

夏

型

、

も

い

う

べ

き

大

規

模

な

こ

と

が

わ

か

で

あ

り

、

か

な

り

異

例

と

な

勺

て

い

変

動

が

大

き

く

、

異

常

に

遅

い

雪

や

勺

て

き

た

。

る

。

す

な

わ

ち

、

六

月

か

ら

八

月

ま

北

半

球

の

高

層

天

気

図

を

み

る

寒

波

、

さ

ら

に

晩

霜

の

ひ

ん

発

な

ど
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ー
一
第
二
種
冷
夏
型
の
場
合
に
は
、
い
で
の
期
聞
に
、
五
回
の
低
温
期
が
あ
え
北
極
を
中
心
と
し
た
強
い
寒
気
が
冷
夏
の
前
兆
と
な
っ
て
い
る
。

わ
ぱ
弱
い
冬
型
り
よ
う
な
気
庄
配
置
っ
た
が
、
第
一
極
冷
夏
型
の
オ
ホ
白
渦
が
あ
り
、
こ
れ
を
極
渦
と
呼
ん
こ
れ
が
私
の
長
年
に
わ
た
る
北
日

!

1

一
と
な
り
、
気
温
の
低
い
北
西
風
が
北
ジ
グ
海
高
気
圧
が
現
れ
た
の
は
、
そ
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
極
渦
の
本
の
夏
の
天
候
予
報
の
経
験
則
の
-

4
d
z
b

一
日
本
を
緩
う
〈
B
)。
と
こ
ろ
が
、
の
前
半
だ
け
で
、
と
く
に
低
温
の
度
動
向
が
、
北
日
本
の
夏
の
天
候
に
大
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
五
月
上
旬
の
道

H
U
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え
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す
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海
道
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冷
害
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よ
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、
寒
第
二
種
型
の
低
温
と
な
っ
て
い
る
こ
少
な
く
と
も
第
一
種
冷
夏
型
の
場
合
は
、
果
た
し
て
、
こ
と
し
の
夏
の
天

7
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部

英
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一

気

の
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と

な

Z目
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全
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る
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に

は

、

元

来

、
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管
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か
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の
理
由
が
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
北
日
本
の
夏
の
天
候
予
報
を
図
録
に
三
十
八
年
一
月
に
は
、
日
本
だ
け
で
小
さ
く
安
定
し
て
い
る
が
、
極
小
期
進
む
に
つ
れ
、
電
子
計
算
機
の
活
用

冷
害
の
特
性

ぃ
。
北
日
本
の
夏
の
天
候
は
、
太
平
し
て
い
る
原
因
で
も
あ
る
。
な
〈
世
界
的
な
異
常
天
候
が
出
現
の
前
後
に
は
極
端
な
冷
夏
と
暑
夏
が
が
不
可
欠
と
な
り
、
最
近
町
研
究
は

北
日
本
の
過
去
に
お
け
る
冷
害
年
洋
高
気
圧
の
動
向
こ
大
き
く
左
右
さ

L
、
さ
ら
に
、
昭
和
三
十
九
年
か
ら
現
れ
や
す
く
な
っ
て
、
る
。
気
象
庁
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
。

高
べ
て
み
る
と
、
数
年
間
連
続
し
れ
る
の
で
、
そ
の
恥
北
変
動
に
関
連
太
陽
の
ま
由
三
年
間
に
わ
た
り
、
北
海
道
の
冷
害
最
近
の
太
陽
黒
点
れ
変
化
は
、
昭
て
き
て
い
る
。

て
起
こ
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
つ
す
る
と
考
え
て
、
か
つ
て
悠
者
も
謁
農
骨
量
た
け
で
な
く
、
地
球
上
の
あ
な
ど
の
異
常
天
候
が
ひ
ん
発
し
て
い
和
三
十
二
年
に
記
録
的
な
極
大
を
示
一
方
1

気
象
庁
に
お
け
る
夏
の
予

ま
り
、
夏
の
気
温
偏
差
の
経
過
で
み
べ
て
み
た
が
、
両
者
の
関
連
性
を
見
ら
ゆ
る
も
の
が
太
陽
の
恩
恵
を
受
け
る
。
ま
た
、
最
近
の
北
極
地
方
を
中
し
て
か
ら
、
そ
の
活
動
が
極
め
て
不
報
は
三
月
十
日
で
あ
り
、
そ
の
精
度

る
と
、
中
間
の
年
が
高
温
で
、
そ
の
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
心
と
し
た
寒
冷
化
も
、
こ
の
こ
ろ
か
活
発
と
な
り
、
過
去
の
太
陽
黒
点
の
は
別
と
し
て
も
、
こ
れ
で
は
稲
作
の

前
後
の
二
年
が
低
温
で
、
冷
害
と
な
と
こ
ろ
が
最
近
、
夏
に
な
る
と
チ
そ
の
太
陽
の
光
っ
て
い
る
球
の
部
分
ら
始
ま
勺
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
ベ
観
測
史
上
に
例
の
な
い
よ
う
な
傾
向
た
め
の
予
報
と
し
て
時
期
的
に
遅
い

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
二
十
ベ
ヲ
ト
上
空
の
-
。

0.Uバ
ー
ル
面
を
光
球
と
呼
ぴ
、
そ
の
温
度
は
約
六
、
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
第
二
位
、
第
を
示
L
て
お
り
、
何
と
な
く
地
球
寒
こ
と
は
明
白
で
あ
る
う
。
農
家
の
要

八
、
二
十
九
年
冷
害
、
昭
和
三
十
年
大
(
約
高
度
二
ハ
J
)
に
強
い
高
気
圧

0
0
0
度
C
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
三
位
の
極
大
に
続
く
極
小
期
に
は
、
冷
化
を
予
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
望
は
、
少
な
く
と
も
前
年
の
十
二
月

豊
作
、
昭
和
三
十
一
年
、
三
十
=
年
が
出
現
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
チ
ベ
の
光
疎
に
黒
い
シ
ミ
が
出
現
し
、
小
天
明
の
飢
餓
平
北
日
本
の
冷
害
が
起
み
え
る
の
で
あ
る
。
に
夏
の
天
候
予
報
を
と
い
う
こ
と
で

冷
害
ま
た
は
不
作
と
な
吻
て
い
る
@
ヲ
ト
高
気
圧
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
き
い
の
は
直
径
一
、

O
O
O
J
か

ら

、

こ

ヲ

て

い

る

の

で

あ

る

。

あ

る

が

、

近

い

将

来

、

全

地

球

的

な

こ
の
よ
う
な
特
性
は
、
昭
和
六
年
る
。
こ
の
高
気
圧
も
、
日
本
の
夏
の
大
き
い
の
は
何
万
J
と
い
う
も
の
ま
太
陽
活
動
と
北
海
道
の
夏
の
天
候
夏
の
天
候
予
報
の
問
題
点
気
象
資
料
の
蓄
積
と
あ
い
ま
勺
て
、

で
あ
る
.
こ
れ
を
太
陽
の
問
問
点
と
い
と
の
聞
に
も
、
か
な
り
密
接
な
関
係
突
際
に
初
め
て
夏
の
天
候
予
報
を
そ
の
実
現
は
必
ず
し
も
不
可
飽
で
は

つI
l
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-」
ぃ
、
光
球
に
比
ベ
て
温
度
が
低
く
、
が
あ
る
こ
と
は
、
斎
藤
博
英
博
士
に
行
っ
た
の
は
仙
台
地
方
気
象
台
で
、
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
(
つ
づ
く
)

一

一

約

四

、

0
0
0度
C
に
な
っ
て
い
る
。
よ
り
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
中
の
昭
和
十
六
年
の
こ
と
で
あ

一

:

'

'

一

こ

の

太

毘

の

黒

点

の

数

を

か

ぞ

え

そ

れ

に

よ

る

と

、

黒

点

の

極

小

期

の

り

、

長

期

予

報

の

研

究

も

東

北

地

方

一

一

j

一

一

作

一

週

君

。

一

て

、

あ

る

方

法

で

そ

の

相

対

数

言

語

で

梅

雨

前

線

が

北

海

道

付

近

で

が

中

心

と

な

っ

て

行

わ

れ

た

。

戦

後

「

ド

「

ピ

戸

L
J

一

配

削

除

P
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↑
算
し
た
記
録
が
西
暦
一
七

O
O年
か
停
滞
し
や
す
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い
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特
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が
あ
る
北
海
道
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も
札
幌
管
区
気
象
台
を
中
作
一

1

一
6

一
尚
一
凶
て

一

j

輔
、

Z
A
c

品

一

ら

あ

る
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一

般

に

木

賞

点

数

と

呼

と

い

う

。

そ

の

影

響

が

、

北

海

道

の

心

に

、

農

家

の

要

望

に

添

う

ベ

く

、

側

下

十

ぃ

十

五

爪

7
闘

活

瑚

主

綿

一

ば

れ

空

一

年

の

周

期

で

変

動

し

て

芸

品

目

降

水

量

の

変

動

に

そ

の

研

究

に

大

き
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努

力

主

わ

れ

帥

Eい
E
M山
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載
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吋

¥
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い
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。
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た
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同
点
目
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も
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著
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の
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膨
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梓
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湖
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わ
が
国
は
毎
年
の
よ
う
に
台
風
に

よ
り
大
き
な
災
害
を
う
け
て
お
り
、

農
業
、
と
く
に
稲
作
に
と
っ
て
は
台

風
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
ろ
う
。
日

本
の
最
北
端
に
位
置
す
る
北
海
道
も

例
外
で
は
な
い
が
、
そ
の
災
害
の
起

こ
り
方
に
大
き
な
特
性
が
あ
り
、
今

回
は
台
風
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

、。
-
V
 

台
風
の
常
臓

気
象
学
上
で
は
、
低
気
圧
を
、
発

連載 (9)

句STZ;
生
す
る
地
核
に
よ
り
熱
帯
低
気
匡
と

温
帯
低
気
圧
に
分
け
て
い
る
。
熱
帯

低
気
圧
の
う
ち
、
そ
の
域
内
の
最
大

風
速
が
一
六

M
以
下
の
と
き
は

w
弱

い
熱
帯
低
気
圧
"
と
呼
ぴ
、
最
大
風

速
が
一
七

M
を
超
え
る
と
"
台
風
M

と
呼
ぶ
こ
と
に
な
ヲ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
台
風
の
発
生
し
た
こ
と
は
弱
い

熱
帯
低
気
圧
、
発
違
す
る
と
初
め
て

台
風
と
名
づ
け
ら
れ
、
そ
の
年
の
発

生
し
た
煩
に
、
台
風
第
七
号
と
い
。

た
よ
う
に
、
す
べ
て
番
号
で
呼
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
上
陸
し
て

箸
し
い
災
害
を
も
た
ら
し
た
台
風
に

は
、
特
別
肥
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
二
十
九
年
九

月
、
洞
爺
丸
の
遭
艇
を
も
た
ら
し
た

台
風
第
一
五
号
の

H

洞
爺
丸
台
風
u

や
昭
和
三
十
四
年
九
月
、
伊
勢
湾
に

大
き
な
高
潮
を
起
こ

L
、
史
上
空
前

の
災
害
を
も
た
ら
し
た
台
風
一
五
号

の
"
伊
勢
湾
台
風
H

な
ど
が
あ
る
。

台
風
は
、
年
間
平
均
二
八
個
発
生
し

て
お
り
、
年
に
よ
っ
て
多
い
と
き
は

風

和田英夫

北海道教育大学講師

前函館海洋気象台長

て
、
そ
の
進
路
が
大
き
〈
左
右
さ
れ

る
。
こ
申
た
め
、
高
層
風
の
弱
い
真

夏
に
H
『
い
わ
ゆ
る
異
常
進
路
を
と

っ
た
り
、
迷
走
台
風
と
な
勺
た
り
し

て
、
予
報
官
を
大
い
に
悩
ま
せ
る
こ

と
が
あ
る
。

台
風
の
速
度
は
、
発
生
し
て
か
ら

転
向
点
(
台
風
が
向
き
を
変
え
る
地

点
)
付
近
ま
で
は
、
ゆ
勺
く
り
進

み
、
一
時
間
二

O
Jく
ら
い
で
、
転

向
点
付
近
で
速
度
が
遅
く
な
る
が
、

転
向
後
は
一
般
に
速
度
が
早
〈
な

る
。
日
本
付
近
を
通
る
と
き
は
、
一

時
間
三

O
J以
上
に
な
る
が
、
洞
爺

丸
台
風
の
よ
う
に
、
時
速
一

O
O
J

の
猛
ス
ピ
ー
ド
で
、
九
州
か
ら
北
海

道
ま
で
、
一
日
で
や
勺
て
く
る
"
い

だ
て
ん
台
風
M

も
あ
る
。

畠
串
近
の
台
風
の
特
性

台
風
の
年
々
の
動
向
は
、
最
近
の

気
候
変
動
、
と
く
に
地
球
寒
冷
化
と

か
な
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
昭
和

六
年
か
ら
、
一

O
年
ご
と
に
区
切
q

て
台
風
の
発
生
数
平
日
本
へ
の
上
陸

設
を
調
べ
て
み
る
と
、
最
近
は
八
月

に
台
風
が
日
本
を
製
う
こ
と
が
多

く
、
逆
に
九
月
に
少
な
く
な
勺
て
お

り
、
ど
う
も
=
百
十
日
の
台
風
の
厄

日
と
い
う
の
が
、
あ
ま
り
当
て
に
な

ら
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
死
者
一
、

0
0
0
人
以
上

の
大
型
台
風
は
、
伊
勢
湾
台
風
以
後

日
本
に
来
聾
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
大
型
台
風
と
し
て
は
、
昭
和
一
二

十
六
年
九
月
の
第
二
室
戸
台
風
の
よ

う
に
、
本
土
に
上
陸
し
た
も
の
も
あ

る
が
、
被
害
が
著
し
く
少
な
く
な
。

て
い
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し

て
、
台
風
災
害
の
対
策
の
盤
備
が
あ

げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
半
面
、
長
近
は

図1 台風師姫路集
中
豪
雨
に
よ
る
山
、
が
け
く
ず

れ
、
土
石
流
、
鉄
砲
水
な
ど
の
災
害

が
ひ
ん
発
す
る
傾
向
が
あ
る
。

台
風
の
発
生
散
は
、
日
本
周
辺
の

中
緯
度
に
お
け
る
偏
西
風
の
強
さ
と

関
係
が
あ
り
、
偏
西
風
が
弱
い
年
に

は
台
風
が
少
な
〈
強
い
年
に
多
い
。

そ
の
関
係
を
示
し
た
の
が
周

2
で、

図
の
中
で
東
西
指
数
偏
差
と
い
う
の

は
、
偏
西
風
円
強
さ
の
平
年
か
ら
の

偏
差
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
北
目

本
の
冷
害
年
に
は
台
風
の
発
生
が
少

な
い
傾
向
が
あ
り
、
一
般
に

M

台
風

町
盛
作
は
、
お
来
の
農
作
M

と
い
う

関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
北
日
本
の
冷
害
年
の
秋
に
大
型

台
風
が
来
襲
す
る
傾
向
が
あ
り
、
昭

和
九
年
の
室
戸
台
風
、
昭
和
二
十
年

の
枕
崎
台
風
、
昭
和
三
十
九
年
の
澗

爺
丸
台
風
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
北
日

本
の
冷
害
年
に
当
た
勺
て
い
る
。
ま

た
、
台
風
来
陵
町
特
性
と
し
て
、
洞

爺
丸
、
狩
野
川
(
昭
和
三
十
一
二
年
)
、

伊
勢
湾
台
風
の
い
ず
れ
も
、
九
月
二

十
六
日
の
、
し
か
も
日
曜
日
に
当
た

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
台
風
の
"
特
異

日
u

と
呼
ん
で
い
る
。

北
海
道
と
台
風

一
般
に
台
風
が
本
土
へ
上
陸
す
る

と
、
北
方
か
ら
寒
気
が
流
入
し
、
温

帯
低
気
庄
の
性
絡
に
変
わ
る
。
そ
の

寒
気
が
強
い
と
、
洞
爺
丸
台
風
の
よ

う
に
、
再
発
遺
し
て
北
海
道
に
予
期

し
な
い
よ
う
な
大
き
な
災
害
を
も
た

ら
す
。
と
に
か
く
、
北
海
道
に
と
令

官
は
、
台
風
そ
町
も
の
よ
り
も
、
高
‘

ノ7がとらえた台風so号{昭49.11.24)

層
に
強
い
寒
気
が
流
入
し
て
、
弱
ま

9

た
台
風
が
引
き
金
と
な
っ
て
集
中

豪
雨
と
な
る
こ
と
が
多
い
"
腐
っ
て

も
舗
は
鯛
H

と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、

台
風
に
も
よ
く
当
て
は
ま
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

凶
1
0
中
に
、
北
海
道
を
鈍
う
台

風
の
代
表
的
な
三
つ
の
コ

1
ス
が
あ

げ
て
あ
る
が
、
と
く
に
、
日
本
海
に

入
av

た
台
風
の
進
路
予
想
は
極
め
て

難
し
く
、
油
断
は
築
物
で
あ
る
。
最

近
の
地
球
寒
冷
化
と
と
も
に
、
初
秋

に
強
い
寒
気
が
南
下
し
、
駄
雨
前
線

が
北
海
道
に
停
滞
す
る
傾
向
の
年
が

多
く
な
っ
て
い
る
。

昭
和
五
十
年
台
風
第
六
号
に
よ
る

石
狩
川
の
大
洪
水
は
、
昭
和
三
十
七

年
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
集
中

豪
雨
も
、
台
風
そ
の
も
の
よ
り
も
、

む
し
ろ
高
層
の
強
い
寒
気
の
仕
わ
ぎ

で
あ
ヲ
た
。

台
風
発
生
数
が
少
な
く
、
ま
た
、

天
候
不
順
な
こ
と
し
の
秩
も
、
最
近

の
気
候
変
動
の
特
性
か
ら
考
え
て
、

決
し
て
予
断
を
許
さ
な
い
年
と
い
え

よ
う
。
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A 
口

四
九
個
、
少
な
い
と
き
は
一
九
個
と

い
う
年
も
あ
る
が
、
日
本
へ
上
陸
す

る
り
は
、
年
平
均
三
個
く
ら
い
で
あ

る。
台
風
は
、
日
本
の
は
る
か
南
方
海

上
で
発
生
し
、
季
節
に
よ
勺
て
そ
の

経
路
は
異
な
る
が
、
一
般
に
、
太
平

洋
高
気
庄
の
へ

p
に
泊
。
て
北
上

L
、
月
別
の
平
均
経
路
を
示
寸
在
、

図
ー
の
よ
う
に
な

A
V

て
い
る
。

ま
た
台
風
は
、
大
気
中
に
で
き
た

一
種
の
摘
で
あ
り
、
高
間
風
に
よ
勺

..J~ 

ミーが



に

( 
F 、

、込，

イ
ギ
リ
ス
の
気
候
変
動

私
は
十
数
年
来
、
地
球
寒
冷
化
と

北
日
本
の
冷
害
時
代
の
来
る
こ
と
を

予
雷
し
て
き
た
。
実
は
戦
後
、
気
候

申
温
暖
な
時
代
が
飽
き
、
気
象
学
界

で
は
地
球
混
暖
化
が
定
説
と
な
勺
て

い
た
町
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
私
は

学
界
の
奥
地
者
で
あ
ヲ
た
。
し
か
し

私
に
は
、
ヤ
マ
カ
γ
的
で
は
あ
る
が

ρ
気
候
は
変
わ
る
も
町
e
と
い
う
担

鎚
が
あ
av

た
。
そ
れ
は
、
世
界
で
最

連破仰)

句史

-
も
古
い
イ
ギ

p
ス
に
お
け
る
三

O
O

年
に
わ
た
る
気
温
の
資
料
〔
閃
1
に

平
e均
化
し
た
冬
季
と
宵
晶
君
ゐ
変
化
を

示
し
て
あ
る
)
を
見
る
と
、
文
明
の

進
歩
に
関
係
な
〈
、
数
十
年
の
9
1

ム
で
気
温
が
変
動
し
て
お
り
‘
そ
の

原
因
は
と
も
か
〈
、
い
つ
か
再
び
低

温
町
時
代
が
来
る
と
予
測
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
.

イ
ギ

p
ス
の
気
候
は
、
紀
元
て

ニ
O
O年
こ
ろ
は
、
極
め

τ温
暖

で
、
ス
2

・7
・P
ラ
ン
ド
地
方
に
は
プ

F
ウ
闘
が
あ
ヲ
た
。

k
こ
る
が
、
そ

の
後
寒
冷
化
が
進
晶
、
ス
ヨ
ヲ
ト
ラ

y
F
の
高
地
に
災
害
を
引
き
起
こ

し
、
こ
の
地
方
の
村
落
が
荒
魔
し
て

し
ま
ヲ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
戦

後
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
作
物
町
生

育
期
聞
が
.
二
週
間
も
短
縮
さ
れ
、

イ
ギ
日
ス
町
農
業
に
止
。
て
最
近
の

気
候
変
動
は
、
重
大
な
関
心
事
に
な

av

て
い
る
。

世
界
の
食
糧
問
題

気候変動と食糧問題

和ー田英夫

北海道教育大学講師

前函館海洋気象台長

足
よ

0
は
む
し
ろ
過
剥
が
問
題
で
あ

ろ
う
と
さ
え
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
ヲ

た
。
そ
の
業
銀
歯
者
に
も
ニ
つ
り
心

配
な
こ
と
が
あ
り
、
一
つ
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
、
も
う
一
つ
は
気
候
変
動

で
あ
av

た
.

現
在
の
農
業
生
産
の
な
か
で
、
化

石
燃
料
に
よ
る
品
ネ
ル
ギ
I
は
、
幽
醐

械
、
か
ん
が
い
、
肥
料
な
ど
、
い
る

い
ろ
な
面
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

も
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
が
生
じ
た
な

ら
、
現
在
の
良
薬
方
式
は
大
・
8
な
街

画
事
官
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
あ
、

専
の
暖
房
に
例
を
と
吻
て
も
、
私
た

ち
の
子
供
の
時
代
町
民
火
の
ヨ
タ
ツ

か
ら
、
マ
キ
、
石
炭
、
石
油
ス
ト
l

プ

t
変
b
，
て
お

p
、
石
輸
の
枯
渇

も
時
聞
の
問
題
で
、
少
な
く
と
も
石

油
の
ヨ
ス
ト
が
数
年
後
に
は
極
め
て

高
価
に
な
る
こ
と
は
震
い
も
な
い
こ

と
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
最
近
の
気
候
変
動
は
、
異

常
気
象
の
ひ
ん
発
に
伴
い
、
世
界
的

な
般
物
生
躍
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
。
と
〈
に
、
昭
和
四
十
七
年
の

異
常
気
象
は
世
界
的
な
食
糧
危
機
を

・
も
た
ら
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
憾
と
と

も
に
、
日
本
の
経
済
に
大
き
な
打
翠

を
与
え
た
こ
と
は
、
ま
だ
記
憶
に
新

た
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
気
候
変
動
と

い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
世
界
内
食

栂
需
給
の
バ
ラ
ソ
ス
の
く
ず
れ
る
の

は
、
単
な
る
擦
冷
化
よ
P
J
b
、
む
し

ろ
、
そ
の
変
動
の
繊
細
咽
な
こ
と
が
組

問
な
の
で
あ
る
。

食

糧

戦

略

品
凪
近
町
ア

J
F
P
カ
に
お
け
る
食
魁

需
給
を
み
る
と
、
戦
後
は
小
麦
が
余

り
、
圏
内
で
は
減
反
政
策
を
行
、

農
政
問
題
が
人
観
問
題
と
と
も
に
政

争
昭
雄
大
の
焦
点
で
あ
9

た。

と
ζ

ろ
が
、
-
九
六

0
年
代
の
世

界
的
な
異
常
気
象
の
ひ
ん
且
聞
に
伴

い
、
食
糧
の
過
剰
か
ら
不
足
へ
と
転

換
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

ア
メ
リ
カ
は
、
世
界
の
食
紐
基
地
と

し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た

が
、
そ
れ
も
臨
調
な
天
候
に
恵
ま
れ

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭

和
四
十
九
年
、

7
J
F
H
4
H
の
ヨ

l
y

ベ
ル
ト
地
帯
は
、
春
の
多
雨
、
六

t

七
月
の
干
ば
つ
、
さ
ら
に
紋
の
早
錨

と
い
う
不
眠
な
天
候
に
製
わ
れ
た
。

そ
の
紡
果
、
般
物
の
不
作
と
、
そ
の

高
価
格
の
た
め
畜
産
業
は
大
き
な
打

撃
を
受
け
、
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
価
値
帽
の
高
い
穀
物

を
購
入
す
る
代
わ
り
に
、
家
畜
平
家

き
ん
を
処
分
し
た
の
で
あ
る
。
も

し
、
八
月
に
も
干
ば
つ
が
続
い
て
い
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た
ら
、
再
び
世
界
的
な
食
糧
危
機
を

招
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
.

こ
の
年
に
、

c
I
A
A米
中
央
情

報
局
)
が
、
ァ
，
F
F
カ
が
気
候
の
い

か
ん
に
よ
。
て
は
、
食
甑
供
給
に
賀

任
を
も
て
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

P
食
糧
犠
略
a
の
声
明
を
発
表
し
た

の
も
、
こ
の
よ
う
な
不
周
天
候
の
背

景
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

7
・F
P
カ
の
般
物
不
作
は
.
干
ば

つ
に
よ
吻
て
起
こ
る
が
、
最
近
で

は
、
昭
和
二
十
九
年
の
直
が
あ
げ
ら

れ
る
。
悶
2
に
七
月
の
五
O
O
S
H

バ
ー
ル
円
高
度
約
五
、
五

O
O
M
V

町
高
度
偏
差
問
と
大
気
の
流
れ
の
模

様
を
示
し
た
。
高
度
の
正
偏
差
は
高

気
圧
で
、
こ
の
年
の
夏
は
、
世
界
的

に
異
常
気
象
が
持
続
L
、
北
日
本
で

も
、
験
後
最
大
町
冷
容
に
鶴
わ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
干
ば
つ
は
、

7
，P
H
カ
大
陸
自
北
部
が
中
心
で
あ

av

た。と
こ
ろ
が
、
職
前
町
昭
和
九
年
か

ら
十
一
年
に
か
け
て
、

T
a
p
-
m
で

は
、
記
録
的
な
大
干
ば
つ
が
続
き
、

農
作
物
に
大
き
な
稜
容
を
受
け
た

が
、
こ
れ
ら
申
年
は
、
い
ず
れ
も
北

日
本
町
冷
容
の
年
で
も
あ
9

た
の
で

あ
る
。日

本
の
食
恒
生
鹿
は
、
周
知
町
通

り
、
自
給
率
四

O
%で
、
般
物
の
輸

入
を
ほ
と
ん
ど
ア
メ
9
4
H
に
額
av

て

い
る
が
、
私
の
最
も
心
毘
す
る
の

は
、
い
つ
か
ア

J
P
H
カ
に
も
大
干
ば

つ
の
時
代
が
来
る
こ
と
で
あ
る
。
も

し
そ
う
な
る
と
、
い
か
に
ア
メ
日
カ

が
食
魁
町
議
輪
は
し
な
い
と
約
束
し

て
い
て
も
、
少
な
く
と
も
、
般
物
供

給
の
制
限
を
す
る
こ
と
は
必
至
で
、

と
く
に
家
畜
申
飼
料
に
そ
の
可
鐙
性

が
大
き
い
。

最
近
由
気
候
変
助
か
ら
み
て
、
日

本
に
お
け
る
食
糧
自
給
自
足
の
体
制

の
促
進
は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。
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円
つ
づ
く
)

現
在
、
こ
の
地
縁
上
に
、
約
三
五

憶
の
人
聞
が
住
ん
で
い
る
が
、
一
九

五
0
年
代
に

F
A
O
〔
間
際
迎
合
食

糧
m
眠
薬
機
関
}
が
、
世
界
の
人
目
。

約
三
分
自
二
が
栄
養
不
足
に
か
か
勺

て
い
る
と
結
諭
L
、
多
〈
の
学
者

は
、
紀
元
ニ

O
O
O年
ま
で
に
は
飢

餓
が
纏
突
に
中
。
て
く
る
と
予
測
し

た
己
と
が
あ
る
.

と
こ
ろ
が
、
一
九
六

0
年
代
に
は
、

そ
れ
ま
で
の
悲
観
諭
か
ら
楽
観
歯
に

変
わ
り
、
将
来
町
食
糧
問
題
は
、
不



私
は
専
門
が
お
天
気
の
長
期
予
報

と
い
う
せ
い
も
あ
。
て
か
、
一
般
社

会
。
何
事
に
と
っ
て
も
長
期
予
測
は

極
め
て
重
要
で
あ
り
、
と
く
に
現
代

の
政
治
家
に
と
勺
て
最
も
必
要
な
能

力
は
将
来
を
見
通
す
・
』
と
で
あ
る
と

信
じ
て
い
る
。

日
本
の
過
去
を
猿
り
返
づ
て
み
て

も
、
私
の
よ
う
な
老
兵
に
と
っ
て

は
、
敗
抽
輔
の
h
y
g

ヲ
タ
と
食
糧
難
時

代
、
さ
ら
に
一
変
し
て
経
済
の
高
度

成
長
か
ら
、
気
が
つ
い
て
み
た
ら
環

連総 111)

句史

境
汚
染
だ
ら
け
白
日
本
、
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
過
程
は
、
全
く
想
像
も
つ

か
な
い
急
変
ぷ
り
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
日
本
に
お
け
る
食
業
政
策
、

さ
ら
に
良
識
接
術
の
進
歩
に
つ
い
て

も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

大
胆
な
鍵
忠

昭
和
四
十
周
年
の
獄
、
ス
イ
ス
の

A
V
?ネ
l
プ
に
あ
る
W
M
O
(世
界

気
象
機
関
)
で
開
催
さ
れ
た
気
象
委

員
会
で
「
全
地
球
上
の
自
由
大
気
中

に
お
け
る
気
象
資
料
を
集
め
、
今
後

数
十
年
間
の
天
候
予
報
を
研
究
し
よ

う
」
と
い
う
超
長
期
予
報
と
も
い
う

べ
長
大
胞
な
提
案
が
ソ
速
か
ら
出
さ

れ
て
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
提
案
の
裂
を
返
す
と
、
ソ
連

で
は
、
掻
近
の
天
候
が
、
い
か
に
大

き
な
問
題
と
な
勺
て
い
る
か
が
う
か

が
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
提
案
に
よ

り
、
ま
ず
気
象
資
料
を
集
め
る
た

め
、
作
業
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
日

予報

和田英夫

北海道教育大学講師

前函館海洋気象台長

超
長
期
予
報
の
標
拠

地
球
上
の
気
候
は
、
あ
る
リ
ズ
ム

で
長
期
変
動
し
て
お
り
、
現
在
の
北

半
球
の
気
候
は
小
氷
河
期
時
代
に
も

ど
ヲ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
五

O

年
に
わ
た
る
小
氷
河
期
時
代
を
よ
〈

調
ベ
て
み
る
と
、
そ
の
問
、
ず
。
と

低
温
で
あ
勺
た
わ
け
で
な
く
、
短
い

と
き
は
三

O
年
閥
、
長
い
と
き
は
八

0
年
間
と
い
う
よ
う
に
、
三
回
の
低

温
期
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
推
定

す
る
と
、
最
近
の
寒
冷
化
は
、
昭
和

三
十
九
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の

で
、
短
〈
て
も
今
世
紀
の
末
ま
で
続

く
と
予
想
さ
れ
る
。

気
候
変
動
の
原
因
の
と
こ
ろ
で
、

大
気
の
流
れ
の
蛇
行
に
つ
い
て
述
ベ

た
が
、
最
近
の
北
半
球
目
状
況
を
示

し
た
の
が
図
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

弘
の
友
人
で
あ
る
ソ
速
の
ギ
ル
ス
博

士
。
調
べ
た
も
の
で
、
閣
の
中
で
、

W
は
東
西
の
流
れ
、

E
は
南
北
の
流

れ
の
卓
越
し
た
日
散
を
積
算
し
た
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
半
球
の

気
温
が
ピ

l
p
に
逮
し
た
昭
和
十
茸

年
(
一
九
四

O
年
)
こ
ろ
に
、
願
調

な
天
候
を
示
す
W
型
も
ピ
l
タ
に
遣

し
、
そ
の
後
は
著
し
く
減
少
し
、
代

わ
。
て

E
型
が
急
増
し
て
い
る
。
こ

の
E
型
の
急
増
が
、
そ
の
ま
ま
最
近

の
世
界
各
地
に
お
け
る
気
象
異
変
の

ひ
ん
発
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
の
傾

向
は
、
こ
こ
数
年
聞
は
続
く
と
考
え

ら
れ
る
。

き
て
、
超
長
期
予
報
に
は
、
ど
う

し
て
も
長
年
の
気
候
資
料
を
必
要
と

す
る
が
、
試
み
に
、
イ
ギ
日
ス
に
お

け
る
約
三

0
0年
間
の
夏
事
(
六

t

八
月
}
の
平
均
気
温
で
、
最
も
低
湿

で
あ
っ
た
年
を
第
七
位
ま
で
と
り
、

そ
の
後
四
北
日
本
に
お
け
る
天
候
の

特
性
と
の
関
係
を
調
ベ
た
の
が
褒
ー

で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
る
と
、
イ
ギ

U
ス
の
著
し
い
夏
季
低
温
申
年
か

ら
、
平
均
し
て
こ
二
年
後
に
北
日
本

の
夏
の
天
候
が
不
服
に
な
。
て
い

zw
。最

近
の
イ
ギ
F
ス
の
夏
掌
の
低
温

は
昭
和
三
十
八
年
に
起
こ
。
て
お

p、
こ
れ
を
基
点
に
す
る
と
、
昭
和

六
十
年
こ
ろ
に
北
日
本
の
冷
害
天
候

時
代
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
天
候
の
約

二
O
年
の
遅
れ
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
学
問
的
に
も
若
手
町
襲
付
け
が

考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
北
半
球
。
気
象
資
料

を
用
い
て
、
二

O
年
先
ま
で
の
夏
季

の
予
想
天
気
図
を
調
和
解
析
と
い
う

方
法
で
作
成
し
た
。
そ
の
結
果
に
よ

る
と
、
昭
和
五
十
八
年
こ
ろ
か
ら
典

型
的
な
第
一
種
型
町
北
日
本
大
冷
害

天
候
の
ひ
ん
発
が
予
想
さ
れ
る
。
一

方
、
最
近
町
太
陽
黒
点
の
変
化
は
、

過
去
に
例
の
な
い
よ
う
な
異
常
を
示

し
て
お
り
、
次
の
極
小
湖
町
昭
和
六

十
二
年
こ
ろ
に
北
日
本
の
冷
害
の
可

北半掠循環出現個蓮田散の年間積算曲組

能
性
が
大
き
い
。

八

0
年
代
に
赤
信
号

こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い

ろ
な
方
法
で
研
究
し
た
結

果
を
ま
と
め
る
と
、
表
2

の
よ
う
に
な
り
、
一
九
八
刊

0
年
代
の
半
ば
こ
ろ
を
中
細

心
に
、
北
日
本
の
冷
害
時
処

代
が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
蜘

る
o

と
く
に
北
日
本
の
天
眠

候
に
と
。
て
重
要
な
こ
と
置

は
、
こ
れ
ま
で
由
昭
和
の
舵

冷
害
は
、
地
球
混
暖
化
時
憧
泊

代
に
起
こ
勺
て
お
り
、
低
時
制

混
の
度
合
い
も
弱
か
っ
た
同
時

E
7
 

が
、
将
来
的
冷
害
は
、
少
と
“

な
く
と
も
明
治
末
期
の
よ
迅

う
な
大
低
温
時
代
が
予
測
且
朝

さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
崎

最
近
の
気
候
変
動
の
大
口

き
な
特
性
の
一
つ
は
、
砂
作

ぱ
〈
地
帯
の
拡
大
で
あ
帽

る
ロ
昭
和
困
十
三
年
か
釦

ら
、
ザ
ハ
ヲ
砂
ぱ
く
を
聾

。
た
干
ば
つ
に
よ
り
こ

O
数
万
人
の

餓
死
者
が
あ
り
、
現
在
の
生
活
も
、

、f.""""" ，，̂-l， I剛'"/剖 48 、同

bnii f1J 
¥.¥ /  
¥i¥ .. ， ..! '../ 

¥: 

m4@r 日本の天候の特性 お(年〈れ} 泡主主の第冷化 30-1回年

1814( 14.1) 1回3(天保のiききん) 19 気温の'jXム 21曲ー2150平に温唖

1副3(14.1) 1師8(明治初期のききん} 却 処上凪の矧似 1由。隼代に冷嘗が心配される

1回，2(14.3) 1蝿.(明的中期の冷書} 盟 気温営化のお〈れ 1国S年から冷奮が心岨される

18田(14.3) 1913{北日本の大冷書) 23111l1iU! 19回年代位位指舷期

1881(】4.5) 1田2(明治末期の冷書} 21 作用中心 今19同世年紀代末にに天太候平不樽闇粛然医最陶錨

1田8(14.5) 1931(19お年までの冷害}
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期長超

本
か
ら
私
が
拳
加
し
た
が
、
こ
れ
が

私
の
超
長
期
予
報
研
究
の
動
機
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
町
後
、
寧
い
文
部
省
白
研
究
費

に
よ
り
、
北
日
本
の
冷
害
天
候
の
趨

長
期
予
報
の
研
究
を
行
い
、
そ
申
結

果
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
内
容
は
、
現
在
の
長
期
予
報
の
技

術
と
利
用
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
資
料
を

用
い
た
も
の
で
、
学
問
的
に
難
し
い

点
も
多
い
が
、
次
に
わ
か
り
や
す
い

根
鎚
を
引
用
し
な
が
ら
述
べ
る
。

{注)W館大気のJl!語の海札 EIま南北の淀Itの
必aした日置を側節したもので"る

私
た
ち
白
想
像
を
絶
す
る
も
の
ら
し

く
、
そ
の
主
因
は
、
地
球
寒
冷
化
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

り
対
策
の
た
め
、
去
る
八
月
に
「
国

連
砂
ぱ
く
会
議
」
が
ケ
ユ
ア
叩
首
都

ナ
イ
ロ
ビ
♂
開
催
さ
れ
た
が
、
今

後
、
異
常
干
ば
つ
が
襲
え
ば
、
人
類

の
七
分
の
一
は
飢
え
死
に
の
危
険
に

さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
。

い
ま
や
、
世
界
気
象
学
界
は
、
総

力
を
あ
げ
て
気
候
変
動
の
原
因
白
究

明
と
、
そ
の
予
測
の
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(
つ
づ
く
}

.， 
E凶<，

C..JII 
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冷
害
と
小
豆
相
場

一
般
に
陸
作
物
は
天
候
の
影
留
を

受
け
や
す
い
が
、
十
勝
平
野
の
主
要

産
物
で
あ
る
小
豆
も
例
外
で
は
な

い
。
般
物
業
界
に
は
「
天
候
相
場
」

と
い
う
用
語
が
あ
る
が
、
小
豆
相
場

の
場
合
は
、
と
く
に
生
育
期
間
中
の

天
候
白
版
、
不
服
に
よ
勺
て
大
き
な

影
響
を
受
け
る
。

小
豆
の
作
柄
に
影
密
を
与
え
る
気

象
条
件
を
表
に
示
し
て
あ
る
。
ま
ず

五
t
六
月
に
か
け
て
地
温
が
高
い
と

一一「
速織 12(最終回

句史
相
場
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
と
こ
る

が
、
北
海
道
の
稲
作
の
冷
害
年
に
は

小
豆
も
不
作
と
な
り
、
ま
た
、
同
じ

冷
害
年
で
も
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
高
気

庄
の
ひ
ん
発
す
る
第
一
租
型
。
冷
害

年
に
、
小
豆
も
大
凶
作
と
な
る
。

し
か
し
、
天
候
相
場
は
、
単
に
そ

の
年
の
天
候
だ
け
に
よ
ヲ
て
決
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
天
気
予
報
や
相
場

観
測
の
確
率
、
さ
ら
に
小
豆
輸
入
の

条
件
な
ど
に
よ
ヲ
て
左
右
さ
れ
、
そ

の
影
響
は
極
め
て
複
雑
に
な
。
て
い

る。

予報とその宿命

和田英夫

北海道教育大学講師

前函館海洋気象台長 L 

小E白押柄に対する気串の齢層

作柄への出精
月

好 怒
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中
は
「
弾
丸
(
た
ま
)
に
当
た
ら
な

い
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
も
の
で
あ

，。。
突
は
、
最
近
の
天
気
予
報
は
数
値

予
報
と
い
う
方
式
を
と
り
、
以
前
に

比
べ
て
飛
属
的
な
進
歩
を
し
て
い

る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
の
的

中
率
は
と
い
え
ば
平
均
し
て
八
五
%

が
限
度
で
あ
る
。
裂
を
返
す
と
、
現

在
の
天
気
予
報
は
一

O
日
に
一
日
な

い
し
二
日
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
い
く
ら
努
力
し
、

現
在
の
気
象
学
の
粋
を
集
め
て
も
、

天
気
予
報
の
的
中
率
は
一

O
O帽
に

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

皆
さ
ん
は
、
現
在
の
医
学
を
信
じ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
若

い
と
ま
に
結
核
で
闘
病
生
活
を
し
た

体
験
か
ら
、
医
学
を
天
気
予
報
く
ら

い
し
か
信
じ
な
い
こ
と
に
し
て
い

る
。
か
つ
て
の
東
大
の
名
医
、
沖
中

先
生
が
「
私
の
誤
診
率
は
一
四
%
で

あ
る
」
と
い
わ
れ
た
が
、
天
気
予
報

の
不
適
中
率
と
誤
診
率
が
、
似
た
値

に
な
勺
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
期
予
報
の
適
中
率
は
さ
ら
に
低

〈
せ
い
ぜ
い
七
五
%
で
「
長
期
予
報

が
よ
く
当
た
る
な
h
、
専
門
家
円
私

が
小
豆
相
場
で
ひ
と
も
う
け
し
て
い

ま
す
よ
」
と
い
う
の
が
、
私
の
・
シ
司

l
ク
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
最

近
は
冷
害
の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
長

期
予
報
が
発
表
さ
れ
た
だ
け
で
、
小

一
一
旦
相
場
が
高
例
に
な
る
と
こ
ろ
を
み

る
と
、
長
期
予
報
も
、
少
し
は
借
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
勺
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

私
の
岨
官
官

ご
く
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
北
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CLTh仏TICVARIATION AND VARIABILITY 

Empirical Evidence from Meteorological and Other Sources 

F. Kenneth Hare 

Institute for Enviromental Studies. University of Tronto. Canada 

気候変動と変動性

(気象学的資料およびその他の資料から知り得た経験事実)

内

1.概説

2. 気候および気候変化の特性

3. 天気と天候

4. 気候の体系

5. 昔の気候

5. 1 古気候(200万年以前)

5.2 第四紀時代(過去 200万年)

白鳥，

谷

5.3 完新世時代(過去 1万年ぐらい)

6. 最近の気候変化と変動性

6. 1 観測資料の現状

6. 2 1880年以後の平均気温の変化傾向

6.3 気温の変動性は増大しつつあるか?

6.4 17世紀以後の降水

6.5 サヘル地方の干ばつ

6.6 強制力による異常

6. 7 Teleconnection 

7. 結論
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1.栂説

との論文では次のような設問，すなわち気候は変わり得るものなのか，実際にその証拠があるの

か?もしそうであるならば，過去の記録あるいは現代の観測が気候変動について何を物語っている

のか?気候変化とかその変動性とかいうものはどんな特性を持っているのか?とれらの問いに焦点

を合わせて話しを進めていくととにする。

普通の人にとって気候とは起乙る可能性の高い天候のととである。年を通しての天候はよく親し

まれている経過にしたがって進行するであろうという見通しの上に立って，個人個人の計画は立案

されている。日々の天気が大きく変化しでも，計闘を遂行するに当っては余り大きな障害にはなら

ない。しかし，一つの季節にわたるような長期間の異常がある場合には，個人個人の私的行動から

国家全体の集約的活動K至るまで，それらの計画を順序正しく立案するととが出来なくなってしま

う。とのような異常性は時として数年間あるいは数十年間も長続きするととがある。 1930年代北米

のDust-Bowl (黄じん)期間や 1968-73年のアフリカ干ばつはとの種の出来事に相当する。 共に

悲惨な結果を伴ったが，いずれも予見されなかった。それらの影響を少しでも和らげるようにと聞

に合わせ的に緊急行動をとったに過ぎない。

1972年には気候lζ異常な偏りが起乙り，穀物生産lζ 遠洋漁業lζ，極地方の航行に，あるいは鳥

獣の生存に大きな衝撃を与えた。その時以来数年間は同様な現象が発生した。干ばつ，とう水，極

端な低温や激しいあらしが人々の記憶に生々しい。乙のような異常現象に対する疑問から広く世界

に不安が高まってきた。世界の食糧生産とエネルギー消費は共に急激な拡大への道をたどっている

が， ζれらと気候の変動性とは深く敏感に掛かわり合っていると，恩われる。

過去の記録が示しているように，今後も人類は気候の衝撃と戦い， ζれを克服していかなければ

ならないならば，われわれは気候変動性の正確な図式を知る乙とが必要である。と乙ろで，最近で

は天候を詳細に記録するのに全く新しい方式が用いられてきており，近年の気候経過は直接測定さ

れるようになっている。ほとんどの国では100年をわずかに越える程度の記録が利用出来るが， そ

の他の地域では50年より少ない。乙れより前にさかのぼって調べるには代用できる別の資料，すな

わち天候K関連した事柄を記録している保存物K頼らねばならない。 ζれらの保存物には年輪，沼

や湖にある花粉層，海洋沈澱物，有史以前の人工古器物がある。そ乙で，乙の論文ではそれぞれの

資料を時間の経過にしたがって一線上に並べた時，乙れらの資料の示す事柄にどのような解釈を下

すととが出来るか，またそれらは気候変化とその変動性について何を物語っているかを概述してみ

る。

過去に起きた現象は多分再び起とるととがあるかもしれないという理由から，気候が今までにど

う変わってきたか，その歴史を調べる乙とは重要であろう。乙のような訳で，気象学者は経済学者，歴

史家あるいは植物学者同様に過去の出来事から学びとらねばならない。前ぶれのない(歴史上かつ

てなかった)事件が起きるというととは極めて考えにくいかもしれない。しかし，それでもなお起
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とらないといるー保証は何もない。いろいろの資料から気候の歴史を再現してみるというととは将来

その中身を推測すすなわち未来が何を包み隠し持っているのか，への見通しを立てる上での知識，

るのに判断規準となるものをわれわれに教えてくれるであろう。

気候および気候変化の特性2. 

その期間中における大学術用語としての気候とはある任意の数週間以上長い期聞を対象にして，

気の様相を総体的にみた状態をいう。専門家逮の多くは実際には数年以上長い期聞について用いて

大気の変動は現実には種々個々の天気状態が循環的に連なって起きている。そとで.いる。一方，

上述の系列を感覚的にではなく，数値的に掌握するようにわれわれは気候というものを定義して，

工夫する。すなわち，次のような規準を選んだ(第 1図参照)。
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本文中に用いられている「変化および変動性」という言葉の意味を種別に説明した模式図
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a )気温，降水のような非常に重要な気候要素の平均値あるいは主傾向 Ccentraltendency ) 

を見積もるとと、

b )上で求めた平均値に関して変動性の特徴的な型を判別するとと。とのような変動性は次の

三つの型に分けられる。

(1) B変化あるいは季節変化と関連づけられる周期現象。乙れは周期と振幅の面から特定出

来る。

(2) モンスーンの雨期あるいは太陽黒点のようにほぼ同じ周期で繰り返す傾向を持つ準周期

現象。

(3) 一週間連日とか10年のうち数年間というような現れ方をする非周期現象。

周期現象は規則的に現れ，あらかじめ定まった周期と位相を持っている(振幅はいつもそうとは

限らない)。準周期現象では規則性はやや崩れるが，それは一般には周期性を持たない種々の作用

が働いて，大気がそれに即応するに要する特有の応答時間あるいは緩衝時聞に関係していると思わ

れる。

気候変化に関心が向けられるようになる以前に気候学者達はすでに上述の実用的な気候値の算出

法として30年という基準期聞を決めていた。 ζ の値は10年どとに再計算される乙とになっている。

C 1931 -60， 1941 -70)0 ζれら隣り合った基準期間の聞では気候値の差は小さいというととが確

認されている。気候特性として極端に変わるととも有り得るので，上述の差が生じるのはやむを得

ないととである。乙のような差は気候ノイズとみなすととが出来るし，差が出たからといって実際

の気候変化を示しているわけではない。乙の論文で気候の変動性とはある任意の基準期間(気候値

が一定)の中で起きている内部の変動特性を指すととにする。その変動特性はとの節の前段で述べ

た変動要素から構成されている。とのような変動性は気候にとって基本的部分であり，経済に対し

て非常に大きな影響力を持っている。とれに関し以下に詳しく取り上げていく。

一方，会議(1979年 2月の世界気候会議)前の大きな疑問は実際に気候変動あるいは変化(後

者の言葉は一般にはある特定の原因で生ずる非常に長期間の変動に用いられている)があり得るの

かどうかという存在可能性の問題であった。とのような変動あるいは変化については全く異なる基

準期間で比較すると実際上有意な差が出てくる。 ζれは気候ノイズと言われるものよりは事実大き

いと思われる。重要な問題はこのような変動が存在しているという証拠を見つける乙とである。そ

の変動は一般にゆっくりしており， したがってその大きさは短期間内では小さく，恐らくノイズで

隠されてしまうであろう。事実ノイズを実際に起きた変動の証拠として容易に見誤ってしまう。大

きな変動があると，実際の気候変化が乙の大きさで進行しているという誤った見方を一般の人達に

植え付けてしまう。例えば，前例のない恐らく 20昨あるいは300年聞にわたって経験した乙とのな

いような厳しい干ばつが起きたとすると，今後さらに乾燥した気候へと実際に変わっていく過程に

あるのではないかという考えを持つようになるかもしれない。しかし，それは現在の気候状態の中
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変動(ずれ)の一部分を見ていると言った方がむしろ現実的であろう。つまり，気候が実際に移り

変わっているという信号ではない。われわれは気候変動が進行していると結論を下す前に十分な検

討・注意を怠ってはならない。

τ〆

3. 天気と気候

南北両半球中・高緯度の天気変化は偏西流の卓越している中lζ じょう乱が発達し，運動するとと

で作り出されている。じょう乱とは言うまでもなく天気図上に見られる高・低気圧の ζ とである。

とれらのじょう乱に伴って乾燥した日や湿った日あるいは晴天や曇天がつぎつぎにやってくるとと

は日常よく経験している。乙のような天気系が生まれて，大きくなり，そして通常数日内で消滅し

ていく。南北両半球の亜熱帯緯度に位置する海洋地域では一つ一つの天気系が持つ寿命は前述の時

間スケールよりも相当に長い。しかし，おのおのの天気系には寿命があり，長くてもわずか数週間

程度であるという基本的性質は変わっていない。移動する高気圧あるいは低気圧という気圧系がは

っきりしていない熱得地方の現象ですら天気の時間スケールは短い。

天気と気候との区別は重要である。大気の動きは前述のようなじょう乱によって無限に変えられ

ていくけれども，でたらめではない。現象は一つの状態から他の状態へ相互の関係なく，また意味

もなく移って行くととはないし，移り変わる経過もでたらめではない。現象は前の状態を保持しな

がら変化し，いわゆる持続性を持っている。また，そのような性質がある一方では，大気の記憶力

はしばしば短いようにも思われ，前の状態とまるっきり変わってしまうとともある。例えば，第 2

図は北半球中・高緯度における地上気圧の時系列で，実際上独立な(すなわち無相関な)値になる

境目と考えられるまでの経過時聞を日数で表したものである(1， 2 )。じょう乱の卓越する中緯度

に位置する北米および東アジアという互に離れた地域で無相関になる日数は実際上 3日ないし 4日

である。中部大西洋から極を通って中部太平洋東部の地域にわたって，無相関になる日数は夏では

5日，冬では 6日ないし 8日ほどになっている。しかし，第 2図lζ示されている最長周期ですら気

候を考える上での時間スケールよりは短い。

今もし はるかに長い期聞にわたる観測記録を調べるとき，第 2図にみられる時間スケールより

長い周期に着目してみると，湿潤な熱帯ですら l年周期がいろいろの現象K卓越しているように見

える。季節は気候の非常に大きな部分を占めている。 ζ れは紛れもない周期現象で，太陽の周囲を

廻っている地球の軌道運動と地軸の傾きとによって定められている。

現象としてよく知られているが，まだ説明のついていない傾向，すなわち暦年の単位である l年

を越えた 2年ないし 2.5年ごとに繰り返すいわゆる準 2年周期がある。多くの雨量記録には ζの影

響によると思われる傾向が見られるし，低緯度成層闇の風lとも卓越している。準 2年周期現象は現

象それ自身が準 2年周期で繰り返す作用を持っている結果と解釈されている。乙れよりも長い 例

えば20年あるいは30年の範囲では，周期的あるいは準周期的な作用 lζ対応するような現象はほとん

t 員減

n
t
 

ra 



" 

第2図:海面気圧の時系列で，ある一時点の値iζ関し事実上独立となるに要する日数 (Leithの

規準による〉。明らかに日キの変動が大きしかっ急滋な北米上で最短期間，太平洋と

大西洋の東部域および極で最長期間となっている(1.2)。
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どないと見られている(当会議のOguntoyinboand Odingω論文による)。

一方， 30年以上数千年までの周期については種々の代用できる記録から推測が可能で，でたらめ

な作用から期待される変動に比べて準周期性に近い傾向がζれら記録相互に矛盾なく見出される。

気候には数十年以上の時間スケールを持つ周期が数多く含まれており，それらの周期はしばしば非

周期現象で隠されてしまう乙とがある。乙れらのうちで最も重要な現象は非常に長い変化，例えば

われわれが約10万年の周期と関係づけて注目している一連の氷河期・間氷期と言われている周期変

化である(3， 4， 5 )。

以上の理由から気候変化で今後どんな事柄が起乙り得るであろうか，過去の事例から十分な知識

を得るために数百万年前にさかのぼって，その歴史的過程を調べる必要がある。現在までのととろ

気候変動に関する情報は政治・経済の時間スケールを越えて収集されている。政治・経済を気候変

動と一緒に考えるのは不合理のようではあるけれども，実際にはそうではない。全世界的規模で気

候を見てみると現在の間氷期は 1万年続き，乙の聞に生命の形態が進化してきた。乙れほど長く続

いた温暖期は過去にはなかった。現在のわれわれの時代は過去の例からみて終わりが近いという論

拠はないが，新氷河期到来の可能性が世界的に広く議論の対象になってきた。また別の報告によれ

ば，人類活動の影響により次の200年の聞に全くの逆転， すなわち著しい温度変化が生ずるであろ

うと推測している。 ζ のような仮説が長期間の気候経過に対して是であるのか非であるのかを判定

する必要がある乙とは言うまでもない。そのためにも万年あるいはそれ以前からの気候経過を

知るととは現在の傾向が寒冷化か温暖化かという関心事と決して無縁な事柄ではない。

坦長ダ

4. 気候の体系

先に提示した気候の概念は大気だけに注目して組み立てられた。一方，海洋，土壌，氷河，湖，

動植物の乙れら自身にも長期変動があり，大気はとれらと活発に相互作用を行っている。大気の動

静はそれらによっても変えられる。気候系という用語はとのような複雑にからみ合った機構・栢E

作用からなる組織体に適用する ζ とにする。 Bolinの総合論文(全球的生態系と人間)にはbiota

(組織だてられている生物群)と大気の気候との相互作用に焦点を合わせて述べられている。用語

ecosystemはbiota およひ~biota と大気を含む自然界との相互作用から構成される体系に適用される。

明らかに気候系とecosystemとは関連しているが，両者は別の概念である。

気候系の変動性は大気自身が持つ気候の変動性lζ比べ現実には小さい。大気を除く気候系の構

成要素はみな大気に比べて多くの因子から影響を受けて変動している。上記の海洋あるいは湖等は

外力の変化に適応するまでにかなり長い時聞を要する。それぞれの内部で進行する変化はさらにゆ

っくりしている。乙れらの総合効果には大気の気候の行き過ぎを抑制する作用が存在するはずであ

り，とれにより大気の極端な変動性が緩和されている。特に海洋は大気に比べ不活性体であり，一

方水，炭素その他多くの作用要素にとって非常に巨大な蓄積場所になっている。そのため，海洋は

白

E
R
U
 



外からのすべての影響に対して非常にゆっくり反応する。したがって，大気海洋聞の相互作用は気

候変化の推移にとって重要な鍵を握っていると言っても少しも言い過ぎではない。

古い気候に関する資料は前述の気候系の中でも資料保存に極めて都合のよかった構成部分から入

手されている。われわれが頼りにしている代用資料は海底，湖底，氷河，沼や木から非常に多く収

集されている。実際的にも気候系の構成要素それ自身には大気と相互作用した結果が記録され，そ

れを貯蔵する能力があるというととにわれわれは大いに期待している訳である。幸にも，はるか古

い年代からの長い記憶がそれぞれ構成部分に保存されてきている。

5. 昔の気候

5. 1 古気候(20Q百年以上古い)

過去 200万年以前の地球の気候について解明されている部分は余りない。われわれが手に入れる

ととが出来る資料については別のと ζ ろ(6， 7， 8 )に非常によく要約されている。その結論はほと

んど大陸の岩石調査から導き出されたものであり，その年代は数十億年前にさかのぼっている。詑

澱岩石物iζ刻まれている長い記録は少くなくとも 3.7X 10E年以前には地球表面上に液体状の水が

あったととを示している， 乙の水中に蓄積されてきたいろいろの種類の沈澱物は大気の変遷や陸上

に生命が出現した ζ となど時閣の系列に伴ってゆっくり変化してきている (9 )。一方では，現在

の年代までに長期間続いた氷河期は少くなくとも三回はあったと考えられている。乙の時には極地

方は非常に気温が低く，現在のグリーンランドや南極を呑み込んでいる以上の厚い氷床で覆われて

いたであろう。乙のような氷河作用で現在確認されている最初の例は約 6.5億年前のものと見られ

ている。したがって，地質学的な時間スケールで見た時その大部分の期間，氷は地球上からその姿

をほとんど消していた(品rasimovのwcc用総会報告)ζ とになってはいるけれども，地球は現在

までに数回の氷河期を経験している。

乙の資料を気候変化に関連づけて解釈するとき，多くの落し穴を持っている。例えば，海洋・大

陸の分布は地球の創生以来激しく変わってきた。しかし，過去20切年ほど前にほぼ現在の地形分

布に非常に近い配置になっていた。また，地球大気の組成も変化してきたととがはっきり分ってい

る。しかしそうであっても，地球の地上気温(現在はほぼ150C)が過去20億年にわたって大きくは

変わってきていないととは確かである。第3図は地上気温をモデル計算した最近の結果である(10)。

ζの場合{a)大気中の二酸化炭素濃度と水蒸気量を変える ζと， (b)太腸定数を確かと思われる程度に

ゆっくり増加させた影響， (c)約40億年前に月の誕生により l日の長さが変わったとと，以上三点を

モデル計算の条件に入れた。

乙のような解析はもちろん概略的，大まかなものである。しかし，との結果によれば現在の地球

表面(過去200万年以後の状態)では過去400万年聞の平均と考えられる状態よりは低く，大体にお

いて寒冷な期間となっている。乙れが肯定されるならば，過去多くの時代には非常に氷の少ない地
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第 3図: 地質学的時間スケーJレの観点からモデル計算を行った結果得られた地球地上温度
の時間経過(10 )。

表面が考えられて， 乙のような気候の経過の中でわれわれは現在異常期に生きているというととに

なる。先に述べた平均的状態は現在よりも 50ないしlOoC暖かいとみられるが，現在がその平均状

態へ戻りつつあるかどうか，記録の上で示じているものは何もない。

Dawinは種の進化を論じたが，その種としての全人類は地球の歴史の中で寒冷期K相当する年代

に進化してきた。寒冷化は第三紀時代の初期(約 5000万年前)Iζ始まり，第四紀時代に出現した

一連の氷河期・間氷期の頃に頂点に達した。その頃にはまだ人類は姿を現していなかった。今日の

ような労働分化の文明社会を持つまでに至ったわれわれの歴史をひもといてみると，過去 1万年さ

かのぼったわずか一つの間氷期内で築かれてきたととが分る。われわれ人類は前述の異常な時期に

出現したと決定的には言えないけれども，その変則的な状態はわれわれの行動様式，経済あるいは

恐らく肢体にすら深く影響を与えてきたであろう。
4〆

5.2 第四紀時代(過去200万年)

地質から見た歴史の上ではかなり最近の部分に当るとの時代には，気候変動を調べるのに代用可

能な資料という形で，かなり豊富な記録が残されており， ζれを大いに利用するととが出来る。用

いられる資料の種類としては次のようなものが含まれる(6 )。

(a) 各種沈澱岩石J 乙れらは氷河の蓄積物およびとれに関連した湖底物質が持つ非常に特殊な性

質から作り出されたものである。

(b) 海洋洗澱物の証拠資料が持っている化学性，化石質の有機性および酸素同位元素の比率。

(c) 氷河の氷に含まれる酸素同位元素の比率。

(d) 湖や沼の洗澱物から得られる化石質の花粉集合物。

(e) 過去ならびに現在における動植物の分布状i払

au 



ζれらの資料はすべて，それぞれの型に適した年代測定法にしたがって，その年代を追加決定し

なければならない。代用資料の利用法について例として深海底の場合を考えてみよう。赤道太平洋

地域のような海底では，沈澱物は静穏な乱されない状態で 1000年IL1 cmの割合で積もってきた

( 11 )。現在海底に積もっている海底微生物の化石はかつては海面上で生息していたと恩われる。

ζの海底微生物の殻に含まれる酸素同位元素 180と160との割合を測定して，すなわち海底微生物

を当時の海面気温推定のために大まかな寒暖計として代用し，第四紀全期間の 200万年にわたって

寒暖の変動を読みとる乙とが出来る。

とのような記録から過去 200万年の聞に地球ほ途中比較的期聞が短くかっ暖かった間氷期をはさ

んで，一連の氷河期を経験してきたととが知られる。特に45万年前以後では，一つ一つの氷河期は

急激な温暖化，多分5"t.l:いし100C程度の温度上昇を伴って終っている。われわれの見積りでは45万

年前から今日までに，乙のような間氷期が5回あり，現在のものはすでに 1万年を経過している。

また，今までに四つの氷河期が聞に入っている。過去数百万年の間，北半球にしろ南半球にしろ氷

が地球上全体から姿を消してしまった時代があったとは考えられないので，氷河期とか間氷期とか

言っても二つの言葉の持つ意味は相対的なものである。北氷洋では恐らく氷塊群が全く消えてしま

ったというととはなかったであろう。南極大陸はさらに長<，多分 1100万年ないし 1400万年の

期間ぐらい氷に覆われてきた(12 )。よく言われている間氷期気候とは地球上到る処で温暖化する

のではなく，地質学的スケーゾレでみて部分的iζノーマル状態へ向って温暖化し，回復したに過ぎな

L 

。、
'bw 

過去15万年前ぐらいまでは主として氷の容積や花粉解析の研究成果から非常に正確に知られてい

る。花粉は化学的にはほとんど侵されないので，拡大中の沼地にゆっくり蓄積した花粉や湖底に沈

澱した花粉から，周辺地域K繁茂したいろいろの種類の植物を思考的に再現するととが出来る。以

上のようなととから定性的に，あるいは数学的な変換関数を用いるかのいずれかの方法で，気候変

化の模様を導き出すととが出来る。炭素-14の分析法で最近5万年までの期聞については，かなり

はっきりと正確に年代を決めるととが出来る。しかし一般には，年代を決めるのには余り厳密でな

い技術が用いられている。

上述の方式で得られる最も古い時代からの記録を簡略化した形で第4図に示す (13)。それは東

フランスのボージュ山脈地方の資料に基づくものである。との核片の資料は大よそ14万年前にさか

のぼっており，最後の氷河期，その前の間氷期およびもう一つその前に見られるボージュ地方での

最後から二番目の氷河期を追跡した記録を示している。とれと期聞が対応するようにキャンプ・セ

ンチュリーとグリーンランドの記録を並べてある。後者のものは氷の中にある酸素同位元素の偏差

値で表しである。両者とも約 l万年前頃に最後の氷河期が突然lζ終りを告げている。

200万年にわたる上述のような変化の繰り返しで生物，特に北半球陸上生物の生存条件に大きな

強制力が働いた。気温変動は今日と同様に高緯度で最大であって，氷河の増進・減退につれて森林，

、注v
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第 4図:二つの代用資料から求めた過去14万年以後の平均地上温度の変動図。グリーンランドのアイス・キャ
ップの証拠資料から求めたのが左側曲線で，現在より前 1000年単位で示した時聞を縦にとり同位元素
18対酸素16の比率の変動を示す (6)。右側の図はフランスのポージュ山脈のグラン・ピル泥炭地で
地表下1.94 mから地表面まで蓄積された木および木でない植生の花粉量の割合を示す。その深さを，
時聞に換算し，左側図の時間スケーJレ11:合わせて約14万年まで記入しである。二つの資料の年代をそ
ろえるには炭素同位元素年代決定法を用いた(13 )。蓄積の割合に変動があるため二つの曲線を完全
には合致させるととは出来ないが，両者は共11:現時点からみて最後の氷河期がその前の間氷期(途中
にニつの短い寒冷期がみられる)と現在の暖かい完新世代とをはっきり分離している。
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草原，生物人口が強制移動・移住を繰り返した。われわれは亜熱帯地域の砂漠に変動があったとと

も知っている。赤道地域だけが比較的一定に近い状態が続いたが，そとですら気温・降水量の変動

はあった。

当然の事ながら資料の多くは北半球から出てきている。理論上南北両半球では同様な結果を示す

資料が期待されると思われるかもしれないが，両半球は常に同じ歩調をそろえて推移したかどうか，

まだ確かめられていなかった。しかし，重要さという点では今までにないような資料が南氷洋の深

底から収得されて，結局次の事実を支持する結論に落ちついた。すなわち，氷河期，間氷期いずれ

の時代にも南北両半球は同時に推移してきた。

事実の確認に最も得心のいく証拠資料はCLIMAP計画lζ基づいて集められたもので，それは過去

の気候図を作るという多面性を持った計画である。最近のCLIMAPの研究(14)IL関連して西部オ

ーストラリアの南西方に当る南氷洋から約45万年前の海洋にあった資料二つを採取した。 ζの核片 九

資料の解析から北半球陸上の氷の容積，亜南極帯の海面温度および南極の海面表層にあった水の組

成について多くの事実が分ってきた。とれら記録にも大きな気候変化が両半球のいろいろの部分に

彰響を与えたととを示している。また， ζれらの変化が準周期的であった ζ とを示している内容か

ら，著者らは氷河期招来の先導的役割を果すものとして地球軌道の変化が関係しているのではない

かという考えを持つに至らしめている。すなわち，

(a) 核片証拠資料の成分が示す卓越周期はほぼ10万年であって，太陽の周りを廻っている地球軌

遭離心率の周期変動と密接な相関関係にある。主要な氷河期の周期が離心率最少の間隔と一致

している。

(b) 同様に証拠資料が示す変動には別の周期があり，約4万ないし 4.3万年となっている。 ζ れ

は地軸傾角の変動周期(1.9万 年 -2.3万年) 1ζ対応しており，春分点の歳差lζ関係している。

乙れらの結果，すなわち氷河期気候と間氷期気候とが交互に10万年の周期で出現したというとと

は現在の物理学にとって依然謎となっている。乙の離心率の変化は地球lζ到達する太陽エネルギー

量の変動に及ぼす効果としては非常に小さく，大よそ O.1必のオーダーである。一方，地軸傾斜の

変化に関しては，それに応じて地球表面が受ける太陽エネルギー量の分布は変わり，より大きな気

候の変化を起ζ すであろう。最近の研究(15)では現時点で最後と言える氷河期に出来た氷床はと

の影響を受けたとみられている。地球軌道の変化による効果を考えるとき，過去1.8万年から 8.3

万年の聞にあった氷河期では 450N以北lζ達した太陽放射エネルギー量は平均軌道の場合より大まか

かに 19x 1025 J少なく， 同様101<が後退した時期に当る過去 O.6万年から1.6万年の聞では 4X

1025 J多かった。 4.3万年周期で何回か気温の上昇があったが，その度ごとに氷に覆われた地域

は著しく極方向へ後退した。乙の 4.3万年周期に相当する最近の氷雪地域の後退は約 1万年前に起

きている。したがって，大きな気候変化が 1万年周期で起きているとしても 4万年ないし 4.3万

年の周期というのは気候変化の様相を捕えるための核心部分に相当すると思われる。
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非常に多くの証拠資料が現在海洋地域から収集され，過去1.8万年からの海面温度に関する地図

を作成する計画が立てられてきている(16)。年代が正確に決められる資料は陸上にはなく，細か

い点では若干粗雑ではあるが，大陸上地表状態の図も付け加えるよう考えられている (Kutzbach

からの個人的伝聞による)。乙の気候図の再現lζ基づいて，大循環の観点から数学的気候モデルが

進展してきた (17，18，19)。とのような実験は過去の大きな気候変化に関する理解を広めていく

のには非常に有益である。しかし，数学的モデルによる実験はまだ試行的段階のものと言える。

広 3 完新世時代(過去 l万年ぐらい)

ヨーロッパおよび北米にかけて最後の氷床はかなり急速に後退した(第5図，第6図参照)(20， 

21， 22 )。新しい間氷期，すなわち現在のわれわれの時代は以前と同様に全く突然の到来であった。

温度は急激にしかも大きく上昇した。 7000年ほど以前の当時は変動の幅が大きい現在よりも IOC

前後ほど暖かった。 ζ の完新世初期の温暖化に伴って世界各地で，特lζ北半球E熱帯の砂漠地域で

第 5図:洪積世代後期にローレンタイドの氷床が後退した後11:置き残された沈澱物上に付着

していた長古と恩われる有機物質の年代(単位 1000年)。年代決定は炭素同位元素

ー14法による。氷線は完新世代初期lζ急速に後退した。過去8000年以後に海水がハ

ドソン湾に流入してきたため加速度的11:氷床は消失していった(20 )。
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第 6 図:第 5 図と同様にヨーロ.~/~:北西部の氷床の後退により採取された有機

物質の年代 (21)。

降水量が若干増加した。

その後過去5000年の少し前から，余り好ましくない状態への移行を示す一連の変化が続いた。

例えば，北部カナダやアラスカで木の生育する北限が次第に南下してきたため，それ以来今まで樹

木が繁っていた地域は枯木の切り株がツンドラ地表一面に敷きつめられたような状態になった。そ

の約 1000年後にユーラシアの多くの地域にも広がって，はっきりした形で寒冷化が現れ始めた。

しかし，南半球の記録では変化は小さし証拠資料の聞で符号はばらばらで一致するものが少ない。

今回の会議の趣旨からみて，最も重要なのは完新世時代中期の変化で，北半球亜熱帯砂漠とその

周辺，特にサハラ，アラビア砂漠およびインダス渓谷ーラジャスタン地域で起きた変化である。多

くの研究者による再現では(23， 24， 25， 26， 27， 28 )，現在あまり湿潤でない西アフリカからラジャ

スタンに至る亜熱帯乾燥地域でも，そのほとんど過去4000年から1.2万年前の期聞には現在より湿

った状態であった乙とがはっきりしている (29)。サハラの大部分やアフリカ高地にある多くの湖

周辺地域には広大なサバンナ草原があった。その頃にはラジャスタンやインダス渓谷の降水量は現

在の 2倍以上であった。

上述のように非常に湿った状況の下で，人類発生初期の人聞は現在では全く砂漠となっている地

、池与

-66-



一〆

d〆

域で大動物を追う狩人として活躍するととが出来た。サハラの草原やサパンナで活躍した狩人達は

調くつや崖に壁画という形で動物に関する素晴らしい絵入り記録を残している。インダス渓谷では，

中東文明に匹敵するものがハラッパやホへン・ジョ・ダロに栄えた。一方，オース卜ラリアでは完

新世代初期の湿潤期間は比較的短くかっ断続的であって，アフリカのような文化の変動が起きたと

いうととはなかった。オーストラリアの原住民は生活様式に少しの変更もないまま現世紀へと生き

残ってきている (30)。

4000年前には亜熱帯地域のほとんどで乾燥状態が優勢となってきて，乙れまで続いた好ましい

環境が徐々に破壊されていった。多くの地域で砂丘の変化が活溌で，かつて生産活動が営まれてい

た土地を今日では雨の降らない砂漠が覆ってしまっている。その変化は連続的に推移したものでも

なく，単純でもなかった。サハラでは変化の起ζ り方は冬の雨で食糧需給が確保されていた北面と

夏のモンスーンだけから雨を期待していた南面のサヘルとの両方から砂漠化していった。第 7図は

ラジャスタン砂漠での印象的な影響を表している。インダス文明の栄光はとの気候の乾燥化という
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第 7図: ラジヤスタンにおける過去1.1万年以後の降水量の変動経過。湖

の水準面およびその他の資料から算出。約3700年前どろに最も低

極に達し，乾燥期であったととが鮮明に映し出されている。横軸

の時間目盛りは元の資料に使われた同位元素の時間スケールと対

応させるため等間隔ではない(27)。

-67-



自然の脅威により崩れ落とされてしまった。

これらの気候変化を起ζ す物理的機構はまだ分っていない。乙のような機構は大気大循環の大き

な変動に関係しているととはほぼ確実であろう。しかし，砂漠周辺地域の場合には人閣の活動その

ものが気候変化の進行に手助けをしたという乙とも多分あり得るであろう。人聞が荒廃し易い土地

に放牧し過ぎたり，あるいは耕作し過ぎたりというととで，結果的に乾燥状態への移行を早めるよ

うにフィードパック作用が大気循環系に組み込まれてしまったという ζ とになったのかもしれない。

われわれの生きている現在(約 1000年間)は不安定な状況の連続であった。文書記録に多くの現

象が明示されているので，われわれは木の年輪や歴史上の事実も加えて調べるととが出来る。変動

のうちで最も著しいものは次の事柄である。

(al 中世初期の温暖期 (800-1400 AD )にはヨーロッバ北部の海岸は氷のない状況であって，

ノルウェ一人は北米へ航海し，アイスランドやグリーンランドへ移住していた。

(bl 1550ー 1850ADの期間は小氷河期と言われ，北米やユーラシアそれに南半球温帯緯度の一

部地域で寒冬かっ短い夏となり，きびしい寒冷期(1. 5 Oc程度低い)であった (31)。

上述の変動はその幅としては小さかったが，経済的にも政治的にも大きな衝撃を与えた。ノルウ

ェーの航海者逮は 800-1200ADの温暖期が過ぎた 1200AD以後には北米への移住を勧誘説得する

、乙とが出来なくなったし，またグリーンランドでの定住をそのまま続けるととも出来なくなった

(気候因子ばかりでなく，そうでない因子も関係しているが)。アイスランドでは困難が伴いなが

らも小氷河期以後も定住し続けた。当時の学者遣はいかに気候と戦ったか，その非常に内容豊富な

記録をわれわれに贈り物として残してくれた。ヨーロッパのぶどう園は気候が変わるにつれて規模

が大きくなったり小さくなったり，また栄えたり衰えたりした。中世後期の気候を概観してみると，

全体としては明らかにわれわれ現時点の状況に非常によく似ていたと言えるだろう。ゆっくり乾燥

期へと気候が変化していった亜熱帯地域ですら，気候変化に伴って今日われわれによく知られてい

る年輸が木材に刻み込まれている。エジプト王朝のスメリア王，アカダ王時代から20世紀の技術文

明時代へと人類の時代となってきた。人間の影響が広まるにつれて気候への衝撃が起きてきたとい

うととは疑いないととろで，特に亜熱帯地域では確かであると言える。しかし，気候の全体的なパ

ターンは現在それほど変化なく続いてきており，激しい変化もみられない。 ζのような変動性につ

いて以下の議論へと進めるととが出来る。

6. 最近の気候変化と変動性

6. 1 観測資料の現状

測器観測による天気資料のうち，若干部分は17世紀にさかのぼって存在するが，地上の気候を調

べるのに有効な観測資料は実際には一世紀わずか前からである。海上では資料の収集範囲はほとん

ど主要航路に限られており，現在でも ζ の状況は同じである。第二次世界大戦後に電波により地上
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大気中の気温・気圧・湿度を定期的に探受信者に観測結果を伝達するラジオゾンデ方式を用いて，

1日 21950年代半ば以後その体制はさらに進歩向上し，測する体制に入れるようになり始めた。

回の観測を原則とし，上層大気探測用の観測点が地球上適当に配置され，有効に機能を発揮してき

風の観測も風船の動きから直接測定されるようにた。観測高度は30kmあるいはそれ以上に達し，

なった。現在，観測技術は気象衛星積載の感知装置を利用する方向へと革新的変化が進行している

また，雲の状態や地球から宇宙への赤外放射などの要素については初めて世界的範囲最中にある。

すなわち連続的にlと及ぶ収集資料がすでに提供されてきている。今までに実施されていないとと，

入手される膨大な新しい情報をいかに貯えておくか，その効果的な方法を今後検討し，実行に移し

ていく必要がある。上述のような遠隠感知装置が急激に一層発達し，資料が蓄積されるにつれて気

候の研究内容も変わっていくととであろう。

1880年以後の平均気温の変化傾向6. 2 
平〆

図中

の曲線は年々変動の模様を強調するために平滑化操作を施さない数値をそのまま使って描いである。
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(32)。第8図は北半球平均地上気温の変動を過去一世紀にわたって見積もったものである
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1881-1975年の北半球年平均地上気温。期間平均からの偏差で表さ

れている (32)。
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第9図:特定の緯度および下記の領域について 1950年以後北半球の気温およ

びその他の量の変動。

ATM:地上一 100mb層大気

SAT:地上温度，

SIC 海氷面積

SST:海面温度

温度曲線については生の値ではなく，偏差で示しである。点線の縦

の 1目盛は 1"c IC相当する (34)。
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北半球年平均気温の変動については，その傾向を表す平滑化曲線からの平均偏差(二乗平均の平方

根)を求めてみると約0.2・Cである。曲線の示す傾向はとの一世紀の聞に明らかに逆になっている。

気温は 1930年代末までには約0.60C上昇し. 1938年には最も暖かい年となっている。その後約

0.40Cほど下った。終りの部分 1964年どろには下降は止まり，むしろ傾向が反対になったのでは

ないかとも見える (33)。第 9図は気温の下降は止んだという見方に疑問を示している (34)。第

9図の曲線は 1950年かそれ以後から始まっている。とれらの曲線を描くには非常に多くの地上資

料を用いており，空間的には非常に代表性がよくなっている。要素としては地上気温，海面温度，

下層大気の平均温度および積雪・海氷の面積が含まれている。北極地域以外の北半球では 1970年

代の閣では寒冷化が続き，特lζ1976年は非常に寒かった (35)。冬の積雪面積(主としてアジア)

を見ると. 1971-72年に著しい増加が始まり (36). 1973ー74Iとわずかに逆になったが，全体

J としては増加の傾向がなお一層目立つようになってきた。との解析結果に対する解釈は専門家によ

-必〆

り異なるけれども，一一ある人達は北半球では 1965年ごろに寒冷化が止ったという主張をなお持

ち続けている一一「判断材料の多少を考慮すると，明らかに現在まで寒冷化という方に賛成という

ととになる。海洋表面の監視機能が十分行き届いた地域については，との寒冷化はまず事実である。

一方，注目すべき点は全球的気温の年々変動がその変化傾向より非常に大きいというととである。

特に高緯度で年による差が著しい。つまり，本物の傾向を取り出すととがむずかしい。第 2節で定

義した変動性は明らかに長期変化の大きさより勝っている乙とが分る。

さらに，その傾向が実際に全球的な傾向を示しているかどうかは疑問の余地がある。南半球の主

として陸上地点について計算した5年平均気温の変動を見るι 1943年から 1975年の期間では一

般的には上昇してきた ζ とを示している (37)0 1960-64年以後との上昇は増してきており，特

iζ高緯度では大きい(第10図参照)。オーストラリア地域ではとの傾向が最も顕著である。結局ま

ばらではあるが南半球の資料を考慮すると. 1938年以来全球的寒冷化が続いているという仮説に支

持を与えるまでには至っていない。問題はまだ疑問のまま残っている。

もし上述の傾向が現実の通りであるとするならば，またもし海面温度が大気の温度と同じ符号で

変わる，言い換えると両者の変動が平行しているとするならば，半球規模の気温変化が小さいとい

うととは主として宇宙空間と交換する全熱量に変化があるからだとしなければならない。もし両半

球の変わり方が互に反対の符号を持っていたとするならば(例えば 1943年から 1975年の聞では北

半球は下降，南半球は上昇).両半球それぞれの変化の大きさは両半球閣の熱交換というととで部

分的には説明がつけられるだろう。しかし，第10図に算出表示されている数値は精度の点でまだ上

述の論拠を確定出来るほどには至っていない。

半球的あるいは全球的気温の変化が小さいという ζ とは，すでに論証されているように (38) • 

空間的な偏差が大きいととを考慮すると実際には意味がない。今世紀の気温経過を見ると，上に議

論した半球的スケールの傾向が示す異常よりはむしろ，空間的に異常な偏りを持つ温度分布が相当
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第四図:南半球の中・高緯度にある観測所をいくつかの組に分け，

それぞれの組の平均地上気温について1955年以後の変動

経過(37)。

長く続いたととの方が問題としては大きい。相続く二つの15年平均した気温の空間偏差図(第11図)

を見ると，両者いずれにも非常に大きな値を持つ地域があり，その地域の符号は二つの期間で逆に

なっている。つまり， 1940-54年の期間では米国およびヨーロッバの大部分で冬の強い昇温に見合

っているように思われる。 1950-64年の期間は前の期間と初めの 5年間だけが重複しているけれ

ども，先と同じ地域で強い寒冷化に変わったのがよく分る。二つの図で高温地域は南風の異変が並

みはずれに強く続いた地域に相当し，一方低温の地域は高緯度からの吹き出しに関係していた。す

なわち，温度の異常は移流効果が大きな原因であった。

要するに，第 8，9，10図で目による見掛け上の傾向は年々変動が持つ特有性また10年以上の期聞に

わたって続いた大きな地域的異常と比較して事実上小さく感じさせられる。二つの型，すなわち空

間的および時間的変動性は同じ原因一風や海流の異常性ーにさかのぼるととが出来る。気候が経済

iζ及ぼす影響を考える場合，第 8，9図の曲線を例にとって目で見てゆっくりとした傾向よりは上述

の二つの型に相当する変動の方がはるかに重要性を持っている。気候が原因で非常に大きな経済損

失を招いた場合には，その原因をさかのぼってみると大気や海洋の循環系の異常が長期間続いてい

た。その異常が世界各地に影響を与える度合は一様でなしとのととは特に重要である。ある地域
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第 11図 1940ー1954年と 1950ー1964年それぞれの15年間について北半

球地上気温の傾向を示す。各地点の長適傾向を表す傾斜をとっ

た。北半球陵地上の大部分で二つの期間の気温傾向がはっきり

逆になっている(38 )。
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での損失は他の地域では利益につながるであろう。しかし. Swaminathanの総合報告によれば各

地の穀物生産高と気温の傾向との空間相闘を求めてみると，正の相闘があると指摘されている。

気候が現在の傾向にしたがって変わっていく，あるいは逆の傾向をもって変わっていくにしても，

いずれにせよその傾向は人類の経済活動に影響を与えずにはおかないであろう。 10年に 0.2.Cの割

合で寒冷化が進むならば. 50年後すなわち 2027年には地球全体としての気温は 1oc低くなる。 ζ

れは北方地域の農業にとっては，まさに苦境lζ立たされるのに十分な衝撃となり得るであろう。穀

類の育成は降水量の変化Kも関係はしているが，暖かい温帯地方の農業で多くの穀類はまだ十分そ

の最適温度以上で，生育には差し支えなく，実りのある影響が期待出来る。一方，その傾向が二酸

化炭素の増加により(例えば， ζ の会議用のFlohn.Mason. Munn and Machta. あるいはBolin

の総合報告による)逆K温暖化というととになるならば，経済への影響として別の衝撃が作り出さ

れるであろう。当面する衝撃として気温の変動性は長期傾向による変化よりもはるかに大きしと

のような変動に対しては最大限の注意を払って監視せねばならない。とれが現在われわれの結論で

ある。やがていつの時期かに人類の経済活動は気温の変動iとより多大の影響を受ける破自に至るで

あろう。

6.3 気温の変動性は増大しつつあるだろうか?

気温の変動性が生存に掛かわる重要な因子であるという論拠を示すととは比較的容易である。そ

の変動が時間の経過と共にいずれの方向に変わっているのか，それを決定するととは極めて容易で

ない。前K示したように，実際には変動はいろいろ異った成分から構成されているo ある部分は明

らかに日変化や季節変化の例のように太陽による完全に周期的な外力を原因としている。他の部分

は大気・海洋間特有の交換時間を持つ相互作用に起因する長期的な準周期変動あるいはまだ実体が

掌握されていない別の準周期作用によるものと考えられる。しかし，変動の多くは先に述べた異常

な循環型が長続きした乙とから起きており，とれらの現象は大体において非周期的である。気温の

変動性に関する知識を得るのに有効に利用出来る期間は何分にも短か過ぎて，今までに述べてきた

現象がどの程度に起ζ り得るのか，その度合を分類整理するのにはまだまだ十分でないようである。

1970年代に入って気温や降水量に異常値が続発し，気候の変動性が増大しつつあるのではない

かという強い印象を持つようになってきている。過去数十年間は気候が比較的安定していたために，

1970年代のそのような状況が特別の重みが加わってわれわれに強い印象を与えた。また，ある専

門家達によれば全球的に寒冷な期間あるいは全球的に寒冷化の傾向にある期間では気温の変動性は

多分大きいであろうと言われている。その論拠は寒冷化が始まると，寒冷化の傾向は極付近で最も

大きいという観測事実に基づいている。つまり，寒冷化は極一赤道閣の温度傾度を大きくし，大気

循環および海洋循環の勢いを増大させる。その結果じよう乱は発達し，長続きしがちとなる。後者

の長続きする場合には気温や降水量に異常値が観測されるようになる。

最近との仮説の是非を検証するのに当を得ていると思われる経験に出会った。例えば第12図は三

-74-

、も

、母，



三つの層ごとに気温変動の空間および時聞に関するこつの標準偏差について 1959年つの緯度帯，

以降の経過を示している(39， 61 )。その資料では結局のととろ近年になって気温の空間および時

かっ極方向への温度傾度が急になってきている。北半球では聞に関する変動性が両者共に増大し，

しかし，第12図の曲線の形が示すように大きな特徴は1973ー76年の期聞が特に変わり易かった。

それは 1963年アグン火山の爆発に引熱帯特にその地上気温の時間変動が著しく増大したととで，

乙れき続いて始まっている。北半球の偏西風周極流地域でも 1970年以来次第に増してきており，

は前述の議論と全く一致している。地球を取り巻くように長期間の記録がある観測所を選んで簡単

な計算をしてみると，最低気温は過去30年にわたり著しく上昇してきた。

降水量，気圧それぞれの時間変動を解析した最近の結果でしかし一方，北半球中緯度帯で気温，

ζ れらいずれの要素にも最近変動性に変化が起きたと上述の事柄は確認されなかった (40)。は，

_/  

間もなく発表になる別の論文 (41)では平均気温が下降す

Tempo川、，arlabililySp・Ilalv町lablll¥y

いう証拠は見出されていない。さらに，
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第12図 1961年以後空間(左側曲線)と時間(右側曲線)IC関して地上

気温の標準偏差の変動。上三つの曲線は 100mbまでの大気に

ついて，下三つの曲線は地上気温について(39 )。
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る時気温の変動性が大きくなるということはありそうになし北米やヨーロッパでは変動性と平均

気温とは相聞が無いようだと言っている。熱帯地域外側の気温の変動性については結局，最近特に

増大しているという根拠は未確定のままの状態である。

6.4 17世紀以後の降水

前節までに述べてきたように，気温の変動性についてはまだまだわれわれの理解は不完全ではあ

るが，もう一つ気候要素として重要な降水量については残念ながら気温の不完全な説明にすら及び

もつかない。雨は小さな金属筒を使って実に組維な方法により測られている。時として露出の仕方

が雨を受けるのに不都合な場合すらある。雪の場合にはそれを受けるための測器の影響を受けて，

測器の無い場合の審下経路とは違う方向をとってしまうので，雨以上に測定が困難である。海上で

は両者共に事実上測定不可能であり，その数値を求めるには船の観測に基づく統計的推測あるいは

気象衛星の雲観測からの推定によらねばならない。そのような訳で精度のよい降水量に関する長期

間の時系列資料を手に入れるととは極めて困難である。現在われわれが持っている資料では 17世紀

以後世界的なスケールでどんな大きな変化があったかを記述するのには十分でない。

第13図にイングランドとウエールズの年平均降水量の経過を示す。乙れは膨大な量の古い観測記

録を収集整理して作成された (42)。 ζれによれば，際だつた傾向があるようには見えないし，顕

著な突出部があって何か周期性を持っているとも思われない。ただ 1925年から 1975年の聞に冬季

の降水量がわずかに減少してきているように見える。しかし，変動性の大きい状態はそのまま続い

、v
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第 13図 1727年以後イングランドとウエールズについて平均した年降水量の記録

(42 )。
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第 14図 1864年以後カナダのトロントにおける 10年移動平均年降水量の変動。 19世紀後半のはっ

きりした傾斜と 1920年代から1930年代にかけての干ばつが示されている (43)。

F!iJ' 

ている。両半球の他の地域でも，長い記録が示す特徴は似たり寄ったりで，結果らしいものは少な

い。半球的にも全球的にも明白な傾向が現れているというととはない。カナダのトロントの記録

(第14図)は二つの特徴を示しており，他の若干の観測所でも同様の例を見る ζ とが出来る。すな

わち. 1860年代から 1870年代初めにかけての期間だけに年平均降水量が約 10銘急激な減少を示

している。また. 1920年代から 1930年代にかけて10年の長きにわたって乾燥期があって， ζれは

北半琢の大きな範囲に広がっている (43)。インドモンスーンによる雨の長期記録 (62)は100年以

上にも及んでいるが，著しい変化はなく，干天現象の持続傾向を示すものもない(第15図参照)。

乙与に例としてあげた地点は全球的視野から見るのには極めて少な過ぎるけれども，過去20年のう

ちに降水量が十分でない地域は実際には恐らく増加してきているであろう。

測器による記録だけでは不十分であるとはいっても降水量の変動性が大きいという資料は数多

くあるし，降水量の変動性が穀物生産や農業形態にどのような影響を与えたかという ζ とを示す資

料は沢山ある。砂漠地帯周辺特有の効果については後で触れるとして， ζ 』では熱帯地域の外側で

最近起きた事柄に限るようにする。

乾燥とは降水量が常時不十分であるととについて付けられた名称である。乾燥化は世界中多くの

地域に広まっておの，また常に乾燥化の方向へ進行してきたに違いない。事実，最も古い枕澱岩石

の中には乾燥状態について何かをわれわれに話しかけてくれる或る種の岩石がある。乾燥それ自身
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1866年以降インドの観測点について平均した年降水量の長期間時系列(曲線A)。
2-3年周期を除いては有意な周期性はなしはっきりした傾向もない(曲線B.

C) 0 1931-1960年の期間は他の期聞に比べ非常に湿潤であった(62)。
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/ 

は人間文化で容易に克服され得る。しかし，人類にとって気候による天罰では一番と言われてきた

ものは干ばつ，すなわち数か月あるいは数か年にわたって降水量が通常の量に比べて不足している

乙とである。とれは最も進歩した国ですら現在なお適用している事柄で，との事実から除かれるの

は世界のほんのわずかの部分でしかない。

上に概略説明したように，干ばつは乾燥あるいは半乾燥気候の地域と同様に降雨量が一般に少な

い地域では特iζ共通している現象であるが，一方では干ばつはどとの地域でも起乙り得るというと

とである。経済的観点から最も重要とみられる干ばつは農業を経済基盤とする地域に対して最大の

影響を与えるものである。例えば， 1930年代と 1950年代の干ばつは北米の小麦作付け地域に大き

な被害を与えた。オーストラリアの乾燥田園地得でたびたび起きた干ばつもやはり同じ状況を呈し

た。乙れらは食糧輸出固に打撃を与えた大事件であった。一方，普通は大部分の食糧を自給自足し

ている自給農業地域に干ばつがあると，それもまた大きな影響を与える。サヘルの干ばつはとの性

質を備えたものであり，同様な干ばつが過去にインドや中国の人口減少を招いている(44 )。

1970年代に入ってからは， 気候が経済iζ突然与えた衝撃のうちで干ばつは最大の立役者であっ

た。ソビエト連邦の穀倉地帯は数回も悪影響を被ったし，中国でも同じであった。一方，北米は相

当長い期間厳しい干ばつに見舞われたととがなく，穀物が目ざましく増産された。しかし， 1970 

年代になってからは時として良い年もあったが，再び干ばつがやってきた。オーストラリアでは入

れ替わり型で，ある地域では厳しい干ばつであり，一方他の地域では記録的な降雨であったりした。

1975-76年に北西ヨーロッバを襲った干ばつは局地的には過去300年に類を見ないものであった。

との時は降雨量は多かったが，短くて終った。 1972年北部インドのほとんどの地域に干ばつが広

まったが，今世紀初頭の 10年間に見られたほどの高い発生率までには及ばなかった(45 )。

記録が不完全であると当然ではあるが とれら最近の現象について事柄を的確に述べるととが出

来ない。ほとんどの解析では次のような見解を表明する傾向が強い。すなわち， 1970年代の干ば

つは猛烈ではあったが，以前にも経験したととがあるという点から言うならば，気候的には並であ

り，恐らく将来再び起きる ζ とも考えられる。しかし，期間，激しさ，範囲のどれをとっても以前

と同程度か越えるものである。何が新しい事態かというならば，人口増加に伴い質量共に高くなっ

てきている世界の食糧需給K干ばつが打撃を加えているという乙とである。食糧の需給K影響を及

ぼすような干ばつは情報伝達手段の進歩により以前に比べてはるかに早く別の所に知られるように

なってきている。干ばつの衝撃を和らげるために何かをしなければならない，またそれはききんが

避けられると判断出来るのか，あるいは大地の破壊が避けられると判断されるのか，などいろいろ

の立場を素早くとるととが可能になってくる。とれらに加えて人工降雨への努力あるいは干ばつを

予見するための方策が広められるようになるであろう。

雨や雪の降り過ぎもまた，土地の浸食， ζ う7./<'穀物被害，ダムや交通機関の破壊など重大な経.

済的被害を与える ζ とがある。だが，最近とのような豪雨の頻度が増加してきたという証拠資料は
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ない。しかし 1970年代は何か著しい極値が出現してきている。 1972年に干ばつが最高潮に達し

た後，クイーンズランドでは連続三季節にわたって異常降雨があり，中部オーストラリアにある普

通は乾いているエーア湖で過去 I万年の間到達した乙とのない水準面にまで水面を上昇させた例が

ある。

長びく干ばつや過多の降雨量は大気大循環の異常性からきている。例えば，基本的には中緯度低気

気圧あるいは西アフリカの不安定線のような降水現象を起とさせるじょう乱がないとか，活動が弱

いなどの理由による。とのような異常性は周期的に起ζ る，例えばアメリカ西部や大平原地方では

20年ごとに再発すると言われている。しかし記録を丹念に調べた結果では，との見解を確認出来

るようなものはなかった。同様に夏のモンスーンによる雨量記録を労をいとわず調べてみると (62). 

真に周期性(第15図参照)と言われるほどのものは見付け出せない。しかし，厳しい干ばつ現象の

起とる頻度が減少しているという事実は認められた (44.)。知り得る限りでは，大雨期や大干ばつ

はある厳密な周期で起きているのではなし何か特有な再現期聞を持っているらしい。

6.5 サヘル地方の干ばつ

1968-73年に起きたサヘル地方の干ばつほど他のいかなる出来事にもまして気候の変動性とい

うものが実在し，それが人聞にとってどんな重大さを持っているのかについて広く一般の注意を呼

び起とさせたものはなかった。 1960年代以前からサヘル地方の六共和国では雨量が次第に減少し

てきて. 1968-73年の期聞に干ばつ現象が持つ非情過酷な影響は最高潮に達した。そのため羊，

牛の群れは飢死させられ，数知れない牧農者や耕作者が死亡し，土地や自然生育の植物，特に苗木

lと大きな被害を出した。 ζの現象は同時にエチオピア，ソマリア，タンザニア，ケニヤへと広がっ

ていった (46)0 1974-75年には若干の地方で雨はあったが，大部分の地域では依然干ばつは続き，

1977年には西アフリカを再び襲った。とれらアフリカ諸国lζ与えた経済的， 社会的彰響は全く徹底

的なものであった。乙の干ばつは必然的にある一連の問題を持ち出させる機会を与えるとととなっ

た。干ばつを起とさせる作用は長続きするものなのか?多量の雨は再び降るようになるだろうか?

荒廃した土地を再び使用すべきであろうか?あるいは，人口を新しい場所に移動させ，被害のあっ

た土地を使用しないよう計画を立てるべきであろうか?降水現象の促進，あるいは土地利用の変更

など気候を良い方向へ回復させるのに役立つ方策があるのだろうかo?

1977年砂漠化に関する国連会議で，とれらの疑問に解答を与えるように計画が練られた。乙れ

に伴って大掛かりな気候学的研究が着手されつつあり，その結果が解答を導き出す手掛かりに役立

っと期待されている。

そ乙で，次の諸点について一致がみられている。

(al サヘルの大部分に影響を於ぼした 1968ー73年の干ばつでは乾燥が最高潮に達したのは1950

年代末から1960年代初めにまでさかのぼった時期である。

(bl サヘルの干ばつは長期・猛烈・広大という特徴を持っていたにもかかわらず，予見されなか
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第 16図 1907年以後サヘル地域にある一群の観測所について平均し

た年降水量の変動と長期傾向(1 5 )。

った(第16図)。同様な干ばつは191昨代初めから192昨代末にかけて，また1940年代に長期

間ザヘルで経験されていた(15)。 ζのように繰り返えされてはきたが，現象それ自身の中に

内包されている特定の時間間隔があって，それに基づいて再現しているというようなととでは

ないと思われる。

(c) 干ばつが続いている間，大量の家畜を飼育し続けたり，あるいは乾燥した土地を耕作し続け

たりして，結局その土地では人間や動物の集団を養うことが出来なくさせてしまう。とのよう

な乙とから砂漠化が連鎖的に進行していった(すなわち非生産的土地状態の拡大)。その後の

研究で次のような結果が得られている。干ばつそれ自身は大循環の異常が長く続いたととに起

因するが，とれは単に亜熱帯高圧帯の南偏によるというだけの理由でなく，もっと全般的な大

循環の様相に根ざしている (47)。との干ばつは水蒸気の不足によるというような単純なもの

ではない。事実，干ばつの起きた土地の高さでは高気圧帯は通常の位置よりも少し北寄りで，

しかも降水可能な水蒸気量は平年以上であった (48)。それでは何が水蒸気を水滴化させなか

ったのか?との地方では時に雨を降らせる原因は普通にはじょう乱系である。先の疑問に対す

る解答の主役は正に ζのじょう乱という訳であった。

砂漠化が進行して植物が消失していくと，アルピドー(太陽放射の反射率)は大きくなるであろ

う。 ζれに相当する高いアルピドーが組み込まれている大循環の力学モデルを走らせると次の結果
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が出てくる。砂漠地域上では空気の下降が増大するようになり，順次干ばつ傾向が強くなっていく，

つまり正のフィードパック効果として作用するようになる (49，50)。乙の数値実験が示した点，言

い換えると降水現象を発達し続けさせるために供給出来る水分の量は局所的には限界があるという

点で，一度干ばつが起きると丁度干ばつが干ばつを生み出していくというととになってしまうだろ

う。事実，中期完新世代以来亜熱帯に位置する準乾燥地域で乾燥化が進行しているのは広大な範囲

にわたって上述のゆっくりとした砂漠化作用の表れであろうと指摘されている。

サヘル地域の降水量に関し時系列の統計解析をした結果では， ランダムとみられる程度以上の有

意水準で干ばつそのものに長期化する傾向が示されている。 ζれは先に注目した持続性，すなわち

大気の記憶力(紹介者注:大気が以前に記録した事柄をどの程度思い出し，再現する能力があるか)

の問題である。同様に持続性の問題では異常降雨が世界の多くの地域に影響を与えている。干ばつ

にしろ，異常降雨にしろ，その強さと共に持続期間も経済iζ及ぼす影響という点では非常に重要で

あろう。それにもかかわらず，入手可能な限りの証拠資料では次の見方を裏付けている。激烈で被

害の多く出たサヘルの干ばつは気候の変動性の部類lζ属し，その後もずっと乾燥状態へと移行し続

けるというような真の変動を表すものではなかった。今までのと ζ ろ上述の見解を否定するに足る

十分確定な考えは出ていない。第 2節で述べたように，近来われわれ人類の経済に衝撃を与えた気

候状態は永続的な変化というよりはむしろ変動性に基づくものであるとしてよい。たとえ現在の気

候が永久に続くと確言出来るとしても，最近アフリカ諸国が直面した苦難に類する事件に十分対処

し得る準備を整えておく乙とは今なお必要であろう。

6.6 強制力による異常

今まで議論してきた変動性はほとんど気候系に本来備わっている内部自然発生的な種類のもので

あった。乙れはわれわれがそう信じているととかも知れない。それはさておき，変動の時間スケー

ルが非常に長い場合に限って話すととにして，外的作用で強制されて起とる気候異常があるにちが

¥ 

/ 

いないと言い得る明白な証拠が残されている。外力の強制作用による変動を示す最新の記録には .... 

つの特徴がみられる。

その記録の中で最もはっきりしているものは過去一世紀の聞に都市の気温が上昇してきたととで，

とれはいろいろの面で重要な意味を含んでいる。その大部分は動力消費に伴うエネルギー放出およ

び住居，車，工場での熱放出が原因となっている。乙れらの作用は明白な事実であり，明らかに強

制となり得るものである。さらに 都市から出る直接的熱放射や粒子による間接的放射効果は小規

模スケールの降水現象に影響しているととが認められている。とのような気候への強制作用はスケ

ールという観点から言えば，地球的規模というよりは極めて狭い範囲の局所的あるいは地域的現象

と言える。

気候の平衡状態を大きく乱す潜在力があって，その乱れが広く行きわたり，かつ明りように現れ

るものに大爆発する火山噴火の作用がある。 1883年のクラカトア火山爆発による火山灰は世界中
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に広がり， 日射を散乱させた。乙のため壮観な日投と共に世界的規模で寒冷化がひき起とされた。

196昨インドネシアのパリ島にあるアグン火山が噴火し帥，i，その影響が調べられている(51)。地

上から16kmに至る層の気温は北半球では噴火後初めの約 6か月間ほぽ O.40Cだけ低かった。その

時以来気温は非常に揺れ動いて，アグン火山噴火前の値にまで回復したという証拠は記録に見る ζ

とは出来なかった。実際に気温降下がその噴火に起因させられる ζ とが出来るかどうか議論の余地

が祭っている (39，52，61)。最大級火山噴火だけがとのような働きを持っている訳であるが，爆発

性噴火の頻度が非常に多くなってくれば，地球は徹底的に冷くさせられてしまうととが可能であり，

火山の存在そのものは地球大気がそのような潜在能力を常に抱えているというようにも解釈出来る。

しかも，上述の作用が第三紀時代後期に起きた長期間にわる低温の一因であったという推測が出て

くる。

気候変動に与えられる外的強制力を証明するのに，最も長く捨てられないで生き残っている考え

方の一つに，太陽活動の変動特に太陽黒点の11年周期および別の黒点周期と気候との関係というの

がある (53)。太陽の黒点活動が増大しても，太陽から受けとる全エネルギーは気にするほどに変

わらないけれども，紫外線や微粒子放射にとって相当に変化させられる原因となり得る。とのよう

な影響力の小さいものと下層大気のじょう乱とを結び付ける物理的機構はまだ証明されてはいない

が，気候の記録との関係は現在でもよく調査されている。気候要素の短い時系列と太腸黒点数との

聞には有意な相関関係がある乙とは非常に多く認められてきているが，さらに長い資料で検証して

みるとしばしば有意性が失われてしまう ζとがある。あるいは位相のずれの相関関係が偶然に出て

きたように見えるとともある。太鴎との結び付きの考え方で最近のうちで一番新しいものは，太陽

回転すなわち，太腸磁場の符号が逆になる境界線が地球を横切る際の効果に関心が向けられている。

最近の研究では， ζ のような事象が大気の風系に衝撃を与えるという因果関係について統計的には

認められると言っている(54， 55 )。

しかし，日々の効果あるいは季節的な効果によるような周期変動とは違って，外的作用によって

気候要素に強制異常が記録される場合，それは気候系内部で生ずる変動に比べ概して小さい。さら

に，強制異常は一般に非周期的で予測不能である。

6.7 Teleconnection 

大気は大規模な地形分布の影響を多大に受けて動いている。したがって，気候の異常が生ずると，

その効果は広い範囲に及ぶようになる。もし北米あるいはアジア中央部の一地点で寒い冬であると，

その周囲の非常に広い範囲で恐らく同じような傾向が現れるであろう。サヘル地方の干ばつはアフ

リカ大陸が持つ東西方向のスケールに相当した。つまり，気候分布は特徴として広い地域にわたっ

てかなりの程度で一致が観測されるo ただし，例えば雷雨性降雨に見られるような普通では寄せ集

め的なまだら模様をした分布のものは除外される。

スケールがさらに大きなものになると，ある地域で記録されたある要素の変動と金く遠く離れた
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別地域の同じ要素との相関関係を見付けるという方法はごく普通に行われてきている。あるいは，

ζ のように離れた距離にあって種類の異なる要素の聞で相関関係が存在するものもあるだろう。何

かの作用で関連しているに違いない現象をteleconnect ion以外の考え方では見逃してしまうのに，

その名が示す通りに前述のような現象の掌鑓の方法は非常に興味のある見方である。さらに既知の

teleconnectimの中には時間のずれを示すものもあるが， 乙の事柄はある地域で観測される要素の

変化が相関関係にある他地域の変化iと先だって決まりきったように起とるという意味を表している

( 56 )。

とのような事象は大気の運動を再現するために開発された大循環モデルでも実際に予測される。

例えば，第17図はサハラと北米西部の乾燥地域で地表のアルビドーを大きくした時，降水量に及ぼ

す効果をモデル予報した結果である(57 )。 とのモデルはアルピドーを変えた地域およびその周

第 17図:大循環モデソレによる計算結果では北アフリカと北米商部地域で45%アルピドーを増

加させた場合平均降水比率 (mm/day)に期待通りの効果が現れている。点線は

負の等値線である。 7月に関してはじよう乱の与えられた場所から速く離れて正偏

差域，負偏差域，すなわちteleconnectionが多くみられる。とれらのうち若干

のものは有意性がある(5 7) 
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辺では降水量が非常に減少するととを予測している。一方，別の全く遠く離れた場所でも変化する

一一本当のteleconnecton -ーととも予測されている。乙れらの地域の若干部分では逆に降水量は増

加しているp との結果が示す内容は極めて重要であって，世界のあるーか所で起きた変化は恐らく

世界的広さの規模で別のどとかの所に違った変化を生ずる ζ とになる。つまり，気候を和らげよう

とする ζ とは地域的に限られる事柄ではなくて，全世界的な協同社会に掛かわり合っている問題で

ある 0..，-

とのようなteleconnectionについて沢山の例が提示されてきている。最も顕著なものは太平洋と

インド洋聞のいわゆるSouthemOscillationである。とれは50年以上も前にSirGilbert Walker Iζ 

よって最初に実証された。との現象協次のように定義されていた。すなわち r....・・インド洋一太

平洋域上で熱帯地域内の大気・水圏の大循環が持つ強さの変動，その変動は南東太平洋の亜熱帯高

気圧とインドネシアの赤道低気圧との聞で行われる空気量の交換で支配されているJ (関〕。 そ

れは南東太平洋にあるイースター島とオーストラリアの熱帯地域にあるダーウィンとの聞の単純な

気圧差を使って求めるととが出来る。乙れら二か所の気圧は負相聞で，両者の差は小さな値から20

mbほどの大きさにまで変化する。乙の相当に巧妙な指数は数値として求めるととが出来るが，そ

れでは作用として実際にはどうかというととを確認してみよう。乙の振動の周期は 3年から 7年ま

」での範囲で長さが変おる。一現実ドは広大でかつ恒常的歩東西振動系をなしており，空気と水の実体

が大きく移り替わる乙とを表し忙いる。

乙の東西振動はインド，熱帯主1"-ストラリアそれにインドネシアの降水量に影響を与えていると

言われてきたし，またエクアドルから1初。Wのナウル島iζ至る範囲にある東太平洋赤道乾燥帯の雨

量の変動ともよい相関関係にあるとも言われてきた(59 )。とれらの効果の中で最も印象的な現象

はエル・ニーニョで， ζ れは南米赤道地帯の西海岸沖で数年どとに繰り返す著しい海洋異常のとと

である。通常は(第 18図参照)冷たいゅう昇流がとの辺りの海域を占めている。との海域は海洋生

物が豊富で，漁業特にアンチョピーという魚にとって絶好の漁場である。しかし 中部太平洋の赤

道地帯で貿易風が強い時に相当するSouthemOsci1Iationの絶頂期から約1年後に暖水塊がいつも

との地域に侵入して来る傾向がある。との現象がエル・ニーニョと呼ばれ，極端な漁獲の減少を伴

う。 1972-73年のエル・ニーニョは特に世界農業市場におけるアンチョピー魚肉の需給関係に徹

底的担影響を与えて，アンチョピー漁業関係事業を全滅の危機にさらした。

別のteleconnecti onが熱帯太西洋にもあり，アフリカ西海岸沖合ギニア海域の海水温と北東プラ

ジル乾燥地帯の雨量との関係が例としτ知られている。とれら大西洋・太平洋の二つの大気循環系

の聞には確かにはっきりした結び付きがある。

高緯度偏西風帯内にもやはりteleconnectionが数多くある。よく知られている作用の一つにグリ

ーンランドとノルウェ一地域との聞で気圧と気温のシーソー・ゲーム的な関係がよく知られている

( 60 )。 ζ 乙でもやはり大西洋域と太平洋域との聞に相関関係が見られる。
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第四図:南米西海岸沖の太平洋上の海面水温。通常冷いゅう昇流が優勢な地域へ赤道暖水塊が

しばしば侵入するととを示している(エル・ニーニョ現象) ( 58 )。

事実とは言っても. tel econnect i Olllの多くは他の効果で覆い隠され，全変動性の大部分がそれで

説明しきれるという訳ではないので，予報能力という点から言うとteleconnectionのうちのわずか

なものだけが利用されるに過ぎない。Teleconnectionという考え方が持つ最大の重要さは理論家逮

に投げ与えた難題である。なぜかというと，現象聞の結び付きを説明するのにteleconnectionはわ

れわれの理解能力より一歩先んじて大気の持っている運動形態特有の時間スケール・空間スケール

について何かを提示しているからである。大循環の有用なモデルはとのようなteleconnectionの存

在を予報する乙とが出来るに違いない。
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1. 結 論

有効な資料が豊富に入手出来る近代からだけではなく、相当に古い昔から多くの時代にわたって

気候変動と変動性に関する諸論を記述してきたが，乙の報文から結論が簡単明白に述べるととが出

来るという訳ではない。気候についての話というと，手軽で一般論的なまとめあるいは目前に迫っ

た天災に対して警告として役立つ程度の話題・既報となり勝ちである。気候の問題というと上述の

ような一種の身勝手さに終始してしまう傾向が普通であるが，当小論ではとの点に関して可能な限

り避けられたと確信している。

感じとして受けとられる第一印象は気候には暗黙のうちに安定性が内包されているという乙とに

ある。気候現象それ自身に内在している無限の変動性というものがすべての時間スケールについて

よく説明はされているけれども.乙の事柄以上に大気が長期間の平均状態からそれ程遠わない状態

ノ に戻る能力を持っているという乙ともよく納得されるであろう。乙の安定性は気候系自身が持つ無

A〆

数の機能lζ基づくもので.そのほとんどは負のフィードパック効果を持つもので，気候系はそれら

の環状結合体と見てよいであろう。別の言葉で言うならば，大気中にある二酸化炭素蓄積の現状は

一-.
biotaが生産力を増大させる，つまり究極的には大気の力を借りて有機物質中に炭素の備蓄を増加

させるのに好ましい状況を提供している。さらに，気候エネルギー源のほぼ全部と言ってよい太陽

活動は非常に保存性がある(53. 8 )乙とは多くの証拠から明らかである。

変動性が終りなく続くという事実は相変わらず安定状態のままであるという乙とであるし.さら

lと一歩進めてその大部分は気候内部の不安定によっている乙とを表している。もし気候系のうち大

気以外の部分が欠けていたならば， ζの変動性はますます大きくなるであろう。乙の除いた部分は

一般に大気を安定させる方向に作用する。それにもかかわらず.大気はかなり自由に変動し続けて

いる。その上.変動性に加えて外的強制効果も働いている。現在進行中の大陸移動あるいは地球活

動としての造山力のような巨大な作用は明らかに外的強制力という形で影響を与えていた。それに

加えて近代人は驚くべき率で大気の組成を変えてきている。

乙の会議では気候が人間の営みにどんな衝撃を与えるかに大きな関心を向けている。明らかに人

聞にとって重大な意味を持つ衝撃は現在なお全く人閣の英知も及ばない深遠な作用による気候変化

というよりはむしろ内部的変動性によるものであった。過去1，000年の聞に地球全体の年平均地上

気温は恐らく1.50Cほど低くなってきている。乙の大きさはある地域に対する衝撃，特lζ中緯度農

業に打撃を与えるのに十分な大きさである。変動性が一般に相当大きい高緯度では激しい衝撃を受

けてきた。しかし一方では過去 10年間に起きた大きな経済危機は圧倒的に降水量の気候異常一一

例えばアフリカ.ユーラシヤおよびオーストラリアの干ばつ.あるいはバングラデシュ，パキスタ

ンや北米の乙う水など一ーに関連している。現代人の築いた経済構造はまだζのような変動性に対

しては全くの弱体と言えるようである。

乙のような気候の異常性から国家経済を保護するのに可能な方策は多々ある。その必要とする第
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一歩は政策決定者が古くからのまた正しい記憶に基づいて気候の持つ威力を学びとり.その対策を

準備して走く乙とである。干ばつの終った後あるいはζ う水が引いた後 1. 2年の闇多くの国々で

は財政的余力は無く.次に再び必ずやって来る異常に備える ζ とが出来ない。第二段階は大気科学

者が気候変動性の全容を十分掌握するのはもちろんの ζ と，政策決定者が持っている認識に対し熱

意をとめて論議するための準備を行うととである。第三段階は変動性の原因を解明する乙とに続い

て，その知識を利用して好成績が期待される予測法という大きな栄冠を導き出す乙とである。第四

の段階は一一まだ漢として達成可能の見通しを持つてないが一一気候制御の手段によって好ましく

ない異常が避けられるように慎重に計画を立てる ζ とである。

気候変動性の特徴を大まかにまとめると下記の(a)-(f)のようになるが.乙れらの内容から上述の

事項が→層よく理解されることと恩われる。

(a) 人聞の行動が気候から直接受ける衝撃はその大部分が比較的短い時間スケールの変動性に伴っ ¥ 

ている。一部は長期変動によるものも含まれている。

(b) 1970年代に起きた気温，降水量の大きな変動性は実際には異常ではなかったかもしれない。し

かし，いわゆるその大きな異常が穀倉地域あるわは大農作地得のような重要地域を襲ってしまっ

た。乙のような惨状を招く異常が今後も起ζ り得ると考えるのは極めて当然と言える。 ζの作用

の主たる部分は非周期的であるため，ある地域がその脅威にさらされると.たとえそれが短期間

であっても，毎度の事情としてその対策に手慣れて順調に回復させられるという ζ とにはならな

い。(紹介者付加:寺田寅彦の言葉「災害は忘れた頃にやって来る」を思い出させる)。サヘル

ではわずか 2. 3年の慈雨の後に再び激烈な干ばつが見舞ったという事実は上記のよい例である。

(c) 気温や海面温度は最近 10年に 0.1- 0.2 ocの割合で下降傾向を示している。少くとも北半球で

確かのようである。乙れがそのまま今後続くかどうか明らかでない。しかし.乙の程度の下降は

大気中への放出が増加している二酸化炭素や化学合成物のような大気汚染物質の加熱作用により

補償させられるであろう。地球の温度は一般的な傾向としては 5000万年の間下降してきた。 し

かし，先に示した現在の下降の割合は多分乙の一般的傾向のものとは別で.測器観測が始まった

最近の記録によく見られる短周期の揺れの一部分に相当するであろう。

(d) 地上気温の変動性は中・高緯度で最大である。北方の国々は熱帯，亜熱帯あるいは温暖地域の

国々に比べ受ける影響の度合は大きいであろう。春むぎ.乾し草あるいは酪農製品の生産は気温

の変動性に痛めつけられ易い。そのためにも.いわゆる力を貯えておく必要がある。

(e) 降水量の変動性は広い範囲にわたって認められ，ほとんどすべての国がその影響を受けている。

その中で特に最悪の影響と言えるものが前記温帯草原地域や亜熱帯・温帯砂漠周辺地域のような

E湿潤・半乾燥地帯に起きた。モンスーン風系による降水を単一源としている地域では特に被害

を受け易い。最近数十年アジアモンスーン地帯は長期にわたる干ばつに見舞われていないが，今

後も乙の状況が続くとは限らないであろう。最近高い頻度で起き，かつ規模の大きいアフリカの
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干ばつが終わりそうであるという兆候はない。

(f) 気候の異常に対してはその再現頻度を考慮した経済方策を立てる乙とが多くの場合最善の防御

になるとみられる。世界食糧生産にとって敵とは今まで種々述べてきた気候の異常性という事象

を短時日のうちに忘れ去ってしまう ζ とである。やがては気候異常のうち若干のものについては

予測あるいはもしかすると制御出来る段階に達するかもしれない。われわれも以前に増して多く

の資力を使い，そうなる乙とを願って意気に燃えている。他方，最良かっ慎重な農業のやり方.

耐薬性のある穀物類について今まで以上の研究，用水と動力系の改良工夫などを提案する乙とが

出来る。

科学分野の人達は気候の変動性が人間の経済活動に重大な影響を与える要因の一つであると主張

している。したがって，前述の(a)-(f)11:関して技術的対策を立てるに当っては，科学分野の人達と

それ以外の政策立案に携わる関係者と組んでいく必要がある。乙れは過去数年の出来事がわれわれ

に示した教訓であって，乙の言葉がとりもなおさず当会議開催の趣旨に基づいて広く周知されるべ

き成果の一つである。

(紹介者:気象庁長期予報課 森信成)

i31 用 文 献

(1) LEITH. C. E. (1975). The design of a statistical -dynamical climate model 

and statstical constnunts on the predictabi1ity of climate. In GARP (1975) • 

q. v. • Appendix 2. 2・.pp. 137ー141.

(21 MADDEN. R.A. (1975). Estimates of the natural1y oc四 rringvariabi1ity of 

time-averaged sea-level pressure. Preprint Volume， Fourth 

Conference on Probability and Statistics in Atmospheric Sciences. Ta11ahassee. 

Florida. American Meteorological Society. pp. 114 -118 

(3) KUT ZBACH. J. E. (1974). Fluctuations of c1imate -monitoring and model1ing. 

WMO Bu11etin， 23， pp. 155 -163. 

(4) KUTZBACH. J. E. and BRY切 N.R. A. (1974). Variance spectrum of Holocene 

climatic fluctuations in the North At1ar並icsector. J ourna1 of the Atmospheric 

Scienc田. 31. pp. 1958-1963. 

(5) 阻 TCHELL，J. M. J r. (1976). An overview of climatic variabi1ity and its 

causal mechanisms. Quaternary Research. 6， pp. 481-493. 

(6) LAMB. H. H. (1977). Climate: Present， Past and Future. Vol. 2.C1imatic 

History and the Future. Methuen. London. 835 pp. 

-89-



(7) IMBRIE. J. BROECKER. W. S.. MITCHELL. J. M. Jr・.KUTZBACH. J . E. and 

others. (lO75). Survey of p指 tclimates. Appendix A. In Uuderstanding 

Climatic Change. U.S. National Academy of Sciences. Washington. D. C. • 

pp. 127ー195

(8) BUDYKO. M.I. Climatic Char沼田・ Russianedition. Gidrometeoizdat • 

Leningrad. (1974. not examined)・Englishtranslation. American Geophysical 

Uni on. Washington. D・C.• 1977. 261 pp・

(9) RONOV. A. B. (1972). Evolution of rock composition and ge∞hemical 

pro偲ssesin the sedimentary shell of the Earth. Sedimentology. 19. pp・

157-172. 

(10) HENDERSON -SELLERS • ANN. and MEAOOWS. A・J・(1977). Surface 

temperature of early Earth. Nature. 270. pp. 589 -591. 

(11) SHACKLET ON. N・J.Analysis of a deep sea co四 (V28-239)• quoted by Lamb 

(1977) • 0p・cit・sup..figure 15. 1. 

(12) KENNETT. ]・ p. (1977). Ceno哩oicevolution of Antarctic glaciation. the 

circum -Antarctic Ocean， and their impact on global paleoceanography. 

J ournal of Geophysical Research. 82. pp・3843-3860. 

(13) WOILLARD. GENEVIEVE. M. (1978) • Grande Pile peat bog: a ∞叫inuous

pollen record for t he 1 ast 140 000 years • Quaternary Research. 9. pp. 1 -21. 

(14) HAYS. J・D. IMBRIE. J. and SHACKLETON. N.J. (1976). Variations in 

the Earth's orbit: pacemaker of the Ice Ages ・Science.194. pp .1121-1132. 

(15) MASON. B・J・(1976)• Towards tre understanding and prediction ci. climatic 

variatio四・ QuarterlyJournal of the Royal 陥 teorologicalS∞iety. 102. pp・

473-498. se泡 alsoJENKINSON. A. F. (1975). Some quasi -peri odic 

chang四 inrainfall in A仕icaand Europe. in WMO (1975). Proce泡dingsof 

the WMO/1AMAP Symposium on Long-Term Climatic Fluctuations. 

Norwich. August 1975. WMO. Geneva.即・ 453-460.

( 16) CLIMAP PROJECT MEMBE隠(1976). The釦 由 開 ofthe Ice-Age Earth ・

Science. 191， pp・1131-1137.

(17) GATES. W. L. (1976 a) • The numerical simulation of ice-age c1imate with 

a giobal general circulation model・Journalof the Atmospheric Sciences. 

33. pp. 1844-1873. 

(18) GATES. W.L. (l976b). Mode11ir習 theIce-Age climate. Science. 191・pp・

-90-

¥ 

"'-



ノ

4〆

1138 -1144. 

(19) MANABE. S. and HAl到.D. G. (1977). Simulation of the tropical climate 

of an iωage・Joumal of Geophysical Research. 82. pp・3889-3911・

(20) ANDREWS. J. T. (1973). T he Wisconsin Laurent ide ice sheet: dispぽ sal

cen tぽs.problems of rate of retreat. and c1imatic imp1ications ・

Arctic and Alpine Research， 5. pp. 185-199. 

(21) ZONNEVELD. J. 1. s. (1973). Some notes on the last deglaciation in northern 

Europe compared with Canadian conditions. Arctic and Alpine R田 earch.

5. pp. 223 -228. 

(22) BRYSON. R. A. • WENDLAND. W. M.. lVES. J・D..and ANDREWS. J ・T.

(1969). Radiocarbon is∞hrones on the disintegration of the Laurentide ice 

sheet . Arctic and Alpine Research. 1. pp. 1 -14 . 

(23) STREET. F.A. and GROVE， A. T. (1976). Environmental and c1imatic 

implications of late Quatemary lake -level fluctuations in Africa. Nature.， 

261. pp・385-390. 

(24) BUTZER. K. W.. ISAAC. G. L..阻CHAR政均N. J. L. and WASHBOURNE-

KAMAU. C. (1972). Radiocarbon datir沼 ofEast African lake levels ・

Scien田. 175. pp・ 1069ー1076.

(25) F AIRBRIDGE. R. W. (1976). Effects of Holoane climatic change on some tro同cal

geomorphic proc鎚ses・QuatemaryR田 earch.6. pp・529-556.

〔お) FLOHN. H. C 197 7). Climatic fluctuation in the arid belt of the ‘Old World" 

since 10 000 B. P •• possible cau蹴 andfuture implications. MS， paper 

delivered to Conference on Meteorology of Semi-Arid Zones. Israel and 

American Meteorological S∞ieties. Tel Aviv. To be pub1ished. 

(27) SINGH， G・(1971). The lndus Valley culture seen in the context of JXl)tglacial 

climatic and ecological studies in north -west India ・Archaeologyand 

Physical Anthro卯，logyin 0偲 a凶a.6. pp・177ー189.

(28J ROGNON. p. (1976)・Es回 d'interpretationdes variations climatiques au 

Sahara depuis 40 0∞ans ・Revuede Geographie Physique et de la Geologie 

Dynamique. 18. pp・251-282.

(29) GE百:1.M・A・andJAKEL. D ・(1974).Spatpleistozane und holc泌 neKlimaglぉー

chicte der Sahara auf grund zuganglicher 14 C -Daten・Zeitschriftぬ旨

Geomorphologie. N. F.. 18. pp. 82-98. 

-91ー



(30) BOWLER. J ・M. • HOPE. G. S.. JENNINGS. J. N . • SINGH. G.. and 

WALKER. D. (1976). Late Quaternary c1imates of Australia and New 

Guinea. Quarternary Research. 6. pp・359-394.

(31) KOZLEMENYEY. F. (1977 ) . Changes in the Holocene climate of Hungary 

reflected by the 、vole-thermometer " method. Proceedings. International 

Quaternary Assocation. Special Issue. to be published. (缶ealso KOROOS • 

L. (1977). Holocene vぽtebr祉 estudies in Hungariar. caves ・Proceedings 

of the 7th International Speleological Congress. Sheffield. England. pp・

272 -275.) 

(32) MITCHELL. J. M ・Jr.(1977). Record of the past: 1郎 α18 for the future・

In Living with Climatic Change. Phase 11 . Mitre Corporation. McLean. Va< 

U. S. A.， pp・ 15-25. plus MS tabulations privately supplied. 

(33) BUDYKO， M. 1. and VINNIKOV. K. Ya. (1976). Global warming ・

Meteorologia Hydrologia. 7， pp・16-26. 

(34) KUKLA. G.J.. ANGELL. J. K，. KORSHOVER. J，. DRONIA.H" HOSHIAI. 

M.. NA阻 AS，J.. RODEWALD. M.. YAMAMOTO. R，. and IWASHlMA. 

T. (1977)・ Newdata on c1imatic trends. Nature. 270. pp. 573-580. 

(35) HARLEY. W.S. (1978). Trends and variations of mean temperature in the 

lower troposphere， Monthly Weather Review. 106. pp， 413-416. 

(36) KUKLA. G. J. and KUKLA， H. J. (1974) . Increased surface albedo in the 

northern hemisphere. Science. 183. pp園 709ー714.

(37) DAMON， p. E. and KUNEN. W. M. (1976). Global cooling? Science. 193. 

pp・447-453.

(38) VAN LOON. H. and WILLIAMS. J. 0976ー7). The connection betw田n

trends of mean temperature and circulation at the surface， In four parts: 

1， winter. Monthly Weather Review. 104. pp， 365-380. 11 • summer ・

並立二五it.，104. pp・1003-1011・111(WILLIAMS aoo VAN LOON). spring 

and autumn ・担♀ cit.. 104. pp・1591-1596. IV. comparison of the surface 

changes in the northern hemisphere with the upper air and with the 

Antarctic in winter. Monthly Weather Review. 105. pp・636-647. 

(39) ANGELL， J. K. and KORSHOVER. J・(1977). Estimate of the global 

change in temperature. surface to 100 mb， between 1958・and 1975. 

Monthly Weather Review. 105.'pp・375-385.

-92-

¥、

同ι



ノ

」〆

(40) RATCLIFFE， R. A. S .， WELLER， J・andCOLLISON， p. (1978). Variability 

in the f陀 quencyof unusua1 weather over approximately the last century ・

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society， 104， pp. 243-255. 

(41) VAN LOON， H. and WILLIAMS， J・(1978). The association betw田 nmean 

temperature and interannual variabi1ity. Typescript. To be published. 

(42) RODDA， J ・C. and SHECKLEY， A. v. (1978). Water resources and c1imatic 

char酔・ Journa1of the Institution of Water Engineers and Scientists， 32， 

pp. 76ー83.

(43) THOMAS， M・K.(1978・).Figure in HARE， F. K. and THOMAS， M. K.， 

C1imate Canada， 2nd edition. Wileys of Canada， Toronto・Tobe published. 

(44) BRY京)N，R. A. (1974). A perspective on c1imatic change ・Scien目， 184， pp・

753-760. 

(45) FLOHN， H. (1977). Stehen wir vor einer Klima-Katastrophe? Umschau， 17， 

pp. 561-569. 

(46) HARE， F. K. (1977). Climate and desertification. In Desertification: Its 

Causes and Consequences (U. N. Desertification Conference Secretariat)， 

Pergamon， London ， pp・63-120.

(47) FLOHN， H. (1977). Investigations on the variabi1ity of seasonal precipitation. 

Israel Meteorologica1 Research Papers， 1， pp・10-17.

(48.) GAL -CHEN， T. (1977). Modelling the dry c1imates. In Desertification: Its 

Cauぉsand Consequences (U. N. Desertification Conference Secretariat)， 

Pergamon， London， pp固 129-160.

(49) CHARNEY， J・(1975). Dynamics of deserts and drought in the Sahel. 

Quarterly Journa1 of the Royal Meteorological Society， 101， pp. 193ー202・

(50) GARP (Globa1 Atmospheric Research Programme) . (1975)・The Physica1 

Basis of C1imate and Qimate Modelling. GARP Publication Seri白 No・16，

ICSU -WMO， Geneva， 265 pp・

(51) NEWELL， R. E. (1970). Stratospheric temperature change from the Mont 

Agung volcanic eruption of 1963. Journal of the A tmospheric Scienas， 

27， pp・977-978~ 

(52) HANSEN， J・E.，WANG， W. C. and LACIS， A・A. (1978)・ Mount Agung 

eruption provid田 t田tof a global c1imatic perturbation. Sciena， 199， 

pp・1065-1067.

-93-



〔日) WHITE. O. R.. ed. (1977). The Solar Output and its Variation. Colorado 

Ass∞iated University Press. Boulder. Colorado. U. S. A.. 526 pp・

See also SCHNEIDER. S. H. and MASS. C. (1975). Volcanic dust. 

sunspots and long-tenn climatic trends: theories in search of verifica-

tion・In WMO (1975). Proωedir沼sof the WMO/IAMAP Symposium on 

long-term Climatic Fluctuations. Norwich. August 1975. WMO Geneva. 

pp・365-372. 

(54) WILCOX. J. M.. SVALGAARD. L.. and SCHERRER. P.H. (976). On the 

reality of a sun -weather effect. Journal of the Atmospheric Sciences. 

33. pp・ 1113-1116.

(55) HINES. C.O. and HALEVY.I. (1977). On the reality and nature of a 

certain sun -weather ∞uelation. Journal of the Atmospheric Sciences. 34. 

pp・382-404. 

(56) NAMIAS. J. (1976). Negative oaan -air fe凶backsystems over the North 

Pacific in the traaition from warm to cold seasons. Monthly Weather 

Review. 104. pp・1107-1121.

(57) WASHINGTON. W. (1977). quoted by GALー CHEN(1977). q・v.reference 

(48) . 

(58) WYRTKI. K.. STROUP. E.. PATZERT. W.. WILLIAMS. R. and QUINN. W. 

(1976). Predicting and observing EI Ni百0・Science.191・pp・343-346. 

(59) FLOHN. H. (1972). Investigations of equatorial upweIling and its climate 

role. In Studies in Physical Oaanography-A Tribute to Georg Wust on 

his 80 th Birthday. Ed. A. L. GORDON. Gordon and Breach. New York 

and London. VoI. 1. pp. 93-102. 

(60) VAN LOON. H. and ROGERS. J・C.(1978)・These田 awin winter tempeー

ratures between Greenland and northern Europe. Part 1: general description・

Monthly Weather Review. 106. pp. 296-310. 

(61) ANGELL. J. K. and KORSHOVER. J ・(1978). Global temperature variation 

surface 100 mb-an update into 1977. Monthly Weather Review. 106. pp・

755-770. 

(62) PARTHASARARTHY. B. and MOOLEY. D.A. (1978'). Some feat町田 ofa 

long homogeneous seri回 of Indian summer rainfall. Monthly Weather 

Review. 106. pp・771一781.

-94-

¥ 

"'-



あ と カt き

4砂‘長期予報は，間口も広いし.なかなかとっつきにくい'という乙とをよく耳にします。たしか

に.毎日の天気予報が数値予報を基盤にしているのに比べると，長期予報は依然として主観性の強

い総観的・統計的手法に頼っていますし，また対象とする現象も種々雑多で，そのように感じられ

るのも無理からぬ乙とでしょう。

しかし，現実には.数十年ぶり百年ぷりといったいわゆる異常天候が続発している時代です。長

期予報に直接携わっている会員はもちろん，その他の会員にとっても， ζの種の異常現象が起乙る

と.いろいろと解説を求めら/れる乙とが多い昨今です。

たまたま.和田さんが仙台予報課長から長期予報管理官・名古屋台長を経て函館台長までの長年

月の聞に物にされた長期予報にまつわる数々の労作をお持ちでしたので.会員の皆様に何かにつけ

てど参考になると考え，名句とともに乙乙に集録させていただきました。和田さんの長期予報に対

するひたむきな情熱をえみとっていただくとともに.その時々の社会のきびしい要請などを知って

いただければ何よりです。

なお，印刷にあたっては和田さんより多額の財政的援助をいただき，お蔭様で立派な本ができま

した。誌上を借りて厚く御礼申し上げます。

4砂乙乙数号毎回.気候関係の文献を掲載してきましたが.今回もまた 1979年 2月ジュ、ネープで開

催された世界気候会議の討議資料の中から Hareの論文を紹介いたしました。一読しτお分かりの

乙とと思いますが.同じ気候の文献と言いましでも前号までの研究論文とは一味違ったものを感じ

とられたと思います。気候の変遷.気候の変わる型.気候と生物界との掛かわり合い等.気候の持

っている正面・側面・裏面.一時流行の言葉を用いるならば気候の生態とでもいうようなものが実

に明快に記述されています。今後気候の問題を考える場合.あるいは文献を読む場合に，批評・論

評の基準となるような知識・フィロソフィーをわれわれに与えてくれていますb著者は、climatic

changeぺ ‘climatic variationぺ ‘c1imat ic variability 11 という言葉そ特定の概念にした

がって使用しているようなので，それぞれに対応して「気候変化J. r気候変動J. r気候の変動

性」という訳語を当てました。また.原文中、Sahel11 という地名が出ていますが，外国版大地図

帖も調べましたが記載なく，一応「サへJレ」と記しました。他文献の説明によねば，上記地域はア

フリカ大陸上ほぼlQON以北サハラ砂漠南辺を指し，大西洋岸から東へ 200E辺りまでが入る。

チャド共和国.ニジエール共和国，ナイジエリア連邦共和国.マリ共和国.オードボJレタ共和国.

モーリタニア回教共和国の 6か国のそれぞれ一部がサへJレ地域に入っている。そのl他原文中に出て

くる地名について正しい呼称をいろいろの方々にど教示いただきお礼を申し上げます。

(昭和 54年 6月)
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