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湖水の結氷が湖水周辺の気温に

診よぼす影響についで

船 津 康 二＊＊

は　し　が　き

　湖周辺の気象要素は湖水のために大きな影響を受けて

おり，従来からよく調査されているが1），湖依が結氷「し

た場合における影響についての調査は少い．諏訪湖は冬

季結氷することが多く，この資料も精確であり，また湖

周辺に気象観測を行っている所も多いので，湖水の影響

の著しいといわれている気温について湖水の結氷がどの

程度影響するか調査を行った・

1．　調査方法と資料

　（1）諏訪湖岸にある諏訪では，湖水が結氷すると結氷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
しないときより俗にしみるといわれている・この調査に

は，諏訪その他気候学的位置が近く，付近に湖水のない

個所との気温を比較すれば，湖水の結氷，不結氷が湖岸

の気温変化におよぼす影響が推察されよう・この資料と

しては松本（610m．ψ36。15ノ，λ137。58ノ）・諏訪（7δOm，

ψ36。03，，λ138。07ノ）の12月中旬から2月上旬（およそ

湖水が結氷する期間とその前後）の最低・最高，時刻別の

気温および較差についての毎日の値，および松本，宗賀

（772m，ψ36。05ノλ137。55ノ），諏訪の10日平均の最低，

最高気温を用いた．

　（2）湖水の効果がどの程度気温に影響をおよぼすかを

求める方法としては，松本と諏訪の気温差に，海抜高度

　　　　　　　　　∂云
による平均変化率一および緯度による平均変化率を
　　　　　　　　　∂z

加えた値，または諏訪と宗賀の気温差を地形効果による

差とみなして，これらの値を一応の目安とする．この資

料としては，前記の資料のほかに，松本地方の晩霜期に

おける最低気温の地理的分布2）および京都盆地における

気温減率3）を参照した．

　（3）湖岸から離れるにしたがって，湖水による効果は

減るが，湖水の結氷の影響される範囲を知るためには，

前記（1），（2）の資料のほかに，釜口水門（諌訪の対岸の岡

谷市，長野県建設事務所，760m，9936。04！λ138。04ノ），

川岸（765m，9936。03ノλ138。021），玉川（905m，ψ350

59ノλ138◎12ノ），富士見（952m，ψ35。55ノλ138。14ノ）の

4年間の最低，最高気温の10日平均の値を用いた．
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第1図　地勢および観測所配置図

2・　最低気温について

6

　｛11湖水が不結氷の場合は，諏訪は松本および宗賀よ

り高いことが多く，結氷すると逆に諏訪が低くなること

が多くなる（第2図，第1表）．なお，諏訪の対岸の釜

口水門の資料からも上記の結果となる．資料が少いので

湖水が結氷，不結氷によって生ずる差の変化は意味があ

るかどうかX2検定をすると，充分の信頼度を以て意味

のあることがわかった．

　（21最低気温におよぼす湖水の効果量とは，諏訪に湖

水がないとした場合推定される気温と現実の気温との差

であるとする．この値を求める方法としては1の（2｝に述

べた通りである．諏訪と宗賀および諏訪と松本を比較す

寒天気”　7．5．
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　　　⑭◎士回数が2回の場合〔以下同じ〕
　　第2図の（1）諏訪と宗賀の最低気温（10日平均）

　　　　　　〔以下同じ〕

ると（第2図ω，（2））前者の方が後老の気温差よりも変

動が小さい．松本との気温差のバラッキが大きい理由と

しては，松本盆地が特有の地形効果のため朝方の気温が

低くなりやすいこと4），宗賀とくらべて緯度差，地皮状

　r6　－4　42　0
（松　　本）

諏訪と松本の最低気温
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態のちがいがあげられる．なお，宗賀と松本とくらべる

と（第3図）諏訪湖の結氷，不結氷に関係がなくそして

第1表　最低，最高気温の松本・諏訪，諏訪・宗賀の差

＼一＿塑状態
　　　　ぺ　
種　　　　＼＼　　回数と値
　　気象状況＼＼＼

別および地点名＼＼＼

最

低

気

温

最

高

気

温

松本・諏訪6hの天気は同
じ，風速の差が3m／s以
下の場合

松本と諏訪の1Q日平均に
よる場合

諏訪と宗賀の10日平均に
よる場合

松本・諏訪の14hの天気
は同じ，風速の差が3m／s
以下の場合

松本と諏訪の10日平均に
よる場合

諏訪と宗賀の10日平均に
よる場合

諏訪湖が不結氷の場合

諏訪が
高い

回数

日

58

旬
11

11

日

8

旬

1

9

。C

81．2

9．0

15．1

12．0

0．1

6．0

諏訪が
低い

回数

日

15

0

O

日

47

旬

10

2

。C

一26．4

一92．6

一11．3

一〇．6

計（平均）

回数

日

73

旬
11

11

日

55

旬
11

11

OC

0．8

0．8

1．4

一1．5一

一1．0

O．5

諏訪湖が結氷する場合

諏訪が
高い

回数

日

13

旬

1

3

日

9

0

4

。C

11．8

O．8

1．6

13．0

1．1

諏訪が
低い

回数

日

46

旬

12

10

日

46

旬

13

9

。C

一127．0

一18．2

一10．5

一86．5

一24．0

一4．4

　計
（平均）

回数

目

59

旬

13

13

日
「55

旬

13

13

。C

一2．0

一1．3

一〇．8

一1．3

一1．8

一〇．3

統計期間

1949～50．一
1955～56・12月20日
から2月10日まで
（1950～51は除く）

　1955～1958

12月中旬

　　～2月上旬

1949～50．　一一一1955～

56．12月20日～2月10
日（1950～51は除く）

　1955～1958

12月中旬
　　～2月上旬

1960年5月 7
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第3図　松本と宗賀の最低気温

諏訪と宗賀とくらべた程度のバラッキとなっている．そ

れで，諏訪に湖水がないとした場合の気温は，標高は諏

訪よりわずか10mしか高くはなく，緯度は諏訪より2〆

此により，距離も諏訪からわずか西北西17kmの宗賀

の値を代用してもよさそうである．しかし，資料の精度，

量から松本の値と比較しなくてはならないことが多い．

このためには標高差と緯度差を補正することが必要と

なる．この値は宗賀と松本の値，京都盆地の気温減率，

松本地方の緯度による平均変化率5）を参照して，最低気

温の場合は，湖水の結氷期においては諏訪は松本より約
0
． 6。C低くなると推算した．

　第1表から諏訪湖が結氷しない場合には，湖水の効果

量は宗賀との比較からでは平均1．4。C湖岸の最低気温を

高めていることになる．また松本からの毎日の値，およ

び10日平均の値からも約1．4。C（0．8＋0．6。C）となる．

湖水が結氷すると，宗賀との比較からでは平均0．8。C湖

岸の最低気温を下降さしている．松本の10日平均の値か

らでは，0．7。C（一1．3。＋0．6。）と宗賀から求めた値と同

様・湖岸の気温を下降さしているわけだが，毎日の値から

では約1．4。C（一2、0。＋0．6。）下降さしていることになり

10日平均より求めた値の倍の値となっている．このちが

いの理由としては資料の数が少い，統計期間のちがい，

およぴ10日平均には資料の数のために1～2日位全面結

氷しない日があっても結氷した値として採用した等から

10日平均から求めた値はいく分高くなっていると考えら

れる．一応，湖水が結氷すると，不結氷の場合にくらべ

て，湖岸の最低気温を約1．0。C下降させると推察してよ

いだろう．湖水の気温にあたえる効果は，湖水が不結氷

のときの方が著しく約1．5。C湖岸の最低気温を上昇させ

るが，結氷すると逆に約1．0。C下降させるようになると

おおざっぱではあるがいえそうである．

　（3）湖の沿岸では前記のように湖水の影響を大きく受
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第4図の（1）川岸と宗賀の最低気温
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けているが，この影響はどの位湖水から離れた地点まで

およぶかをしるために，湖周辺の観測点の最低気温が・湖

水の結氷，不結氷によって，宗賀との差が異なった変化

を示すか，または諏訪との差の変化が違わなければ（図

省略），一応湖水の効果があると判断してもよいと考え

られる．もち論，以上の条件では充分ではないが，少く

とも必要条件の一つにはなるであろう．諏訪（湖岸），

川岸（765m，湖岸から約4km離れた地点〔以下同じ〕），

玉川（905m，10km），富士見（952m，16km），宗賀

（772m，13km）の資料からみると，第4図から×印の

．バラッキ程度，×印と●印の混合の程度から湖水の影響

の程度がおおよそわかる．川岸は湖水の影響が諏訪につ・

いで著しい．玉川となるとはっきりしなくなるが，宗賀

からみると多少の影響がありそうに思える．他の湖水の

資料からも検証しなくてはならないし，また湖水の大き

さ，卓越風，および地形等によって影響する範囲は異な

るであろうが，諏訪盆地では，湖岸から5km位離れた

地点では湖水の影響はあるが，10kmも離れると非常に

減衰「し影響はある模様だがはっきりしなくなり，12．3km

も離れるとほとんど無くなるように推察される．

　湖水の効果の影響の程度は，湖岸から離れるにしたが

って弱くなるが，川岸では湖岸の諏訪よりも結氷した場

合は約0．5。C弱くなっている。気温は観測地点付近のわ

ずかな地形，地皮状態によって大きく影響されるので，

この値についてはなお吟味が必要である．なお，湖岸か

ら離れるに従って前記のことや，観測精度からみても量

的には明りようには出ないであろう．
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　四　松本の資料で，毎日から得た値と10日平均から得

られた結果が多少異なるのは，2の（2）で述べた理由によ

るものと思れる．湖岸の最高気温に対する結氷の影響は

最低気温に対するほど著しくなく，おおよそ0．3。C～

0．5。C程度下降させるようである・

3．　最高気温について
4．　較差について

　最低気温と同じようにして調べると

　（1）宗賀および松本の10日平均値とくらべると，宗賀

との値からでは，その回数，および平均の気温差からみ

て，結氷すると結氷しないときよりも湖岸の気温をごく

わずか（一〇．3。C）下降さしている．松本との比較から

では，回数ははっきり差があらわれないが，平均の気温

差は宗賀から求めた値とほとんど同じようになる（標高

差と緯度差による補正値を2の⑧と同じようにして推算

して，諏訪は松本より約1・30C低くなるとした）．

　③　松本との毎日の値からでは，結氷，不結氷別の差

の頻度，および差の平均値からも，結氷，不結氷の差が

あらわれない．

　（3）湖岸からの距離によって影響される程度もはっき

りしない．

最低，最高気温の変化から，当然推察されることであ

るが，つぎのような結果が得られる（第2表）・

　　　　　第2表　較　　　差

（鷺甑甥藷欄騙1響訟ぞ）

岬騨の状態
地点　＼＼＿

諏 訪

松 本

不結氷の場合

回　　平均
（94）9・5。C

回　　平均
（94）10．9。C

結氷した場合

　回　　平均
（115）11・4。C

　回　　平均
（115）10．6。C

1960年5月

（1）松本では諏訪湖が結氷「しても，また不結氷の場合

でも較差はほとんど変化しないが，諏訪でははっきりし

9
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た変化があり，結氷すると納2。Cも大きくなる．

　（2）松本と諏訪の差は，不結氷の場合は，松本が諏訪

より1．4。C大きいが，結氷すると逆になって，諏訪が松

本より0．8。C大きくなる．宗賀と諏訪の差は多少松本の

・諏訪垂とは異なるが傾向は同じである．

5．　時刻別気温について

風速が3吻／s以下の日を選び出して，湖水の結氷した時

の気温垂と不結氷の時の気温差には，どのようなちがい

があるかをみると，第6図のとおり，非常に明りような

差のあることがわかる．すなわち，

　不結氷のときは気温差は小さく，諏訪が高いことが多

い．しかし，結氷すると，気温差は大きくなり，諏訪は

　松本と諏訪の気温差は時刻によって変化しており，こ

の変化は湖水が結氷するとさらに異なるであろう．この

変化の様子は主として天気，風向風速，地皮状態で複雑

さを増すと考えられるので，松本，訴訪ともに快晴で，
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第6図の（1）松本と諏訪の気温
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第3表 時刻別および平均気温の諏訪と松本の差
　　（統計期間11XII～1011，1954～1955・1955～1956）

気象の状況

諏訪と松本

の風速差は

3m／s以下
天気は●，

＋を除く・

　　　、　　　　＼．、値
時刻　　＼、．．X

0
3
6
9

12

15

18

21

諏訪湖が不結氷の場合

諏訪が高い

回数

12

10

14

14

3
4

11

13

。C

10．0

9．7

13．7

15．6

1．4

1．3

9．2

14．3

諏訪が低い

回数

7
9
5
5

16

15

8
6

。C

一7．8

－3．7

－4．3

－8．3

－26．2

－25．5

－5．6

－4．2

計（平均）

回数

19

19

19

19

19

19

19

19

均平
◎C

　0．1

　0．2

　0．3

　0．3

－0．9

－0．8

　0．1

　0．4

諏訪湖が結氷した場合

諏訪が高い

回数

1
2
3
3
3
0
3
4

。C

0．4

0．2

1．2

4．4

4．6

0
3．7

4．1

諏訪が低い

回数

19

18

17

17

17

20

17

16

。C

一38．0

－47．2

－37．5

－46．4

－40．7

－43．O

－17．7

－30．8

計（平均）

回数

20

20

20

20

20

20

20

20

平均
。C

一1．9

－2．③

一1．8

－2．1

－1．81

－2．1・

一〇．7

－1．3

10 、天気”　7．5．
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一日中松本より低い．なお，差は夜間から昼間の12時頃

までが大きく，夕方になると小さくなる。

　つぎに，結氷している時でも，天気がくもりの場合に

は，気温差はどのように変化するかを調べるために，諏

訪松本の天気がともにくもりまたは高ぐもりで，風速

の差が3m／s以下の日をみると，第6図のとおり，傾向

は快晴の時と同じようだが，差が小さくなることがわか

る．なお，松本・諏訪の風速差が3m／s以下で，天気は

ともに雨と雪のない日を統計すると（第3表第7図），

つぎの結果が得られる．

　（1）不結氷の場合は，18時～翌9時までは，諏訪が松

本より高い回数も多く，そして気温も高い．しかし日中

の12時～15時にかけては，逆に諏訪は松本より低くなる

　　で
諏2
訪1
と

松0
　　　　　　　　　　　　　み、本　1　　　　　　　　　　　　！　　ス

22　　　　激・繋ノも・曽’券・図

溢

差061218h　　　　　　　　　　　一）嶋一一メβ沽月フK轟吉氷

　　　　　　　　　　　つ一←　砲禅詠

　第7図　諏訪と松本の気温差の変化
（風速差3m／s以下で，●，モがない場合）
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異なるのでやや違う値とはなるであろうが，傾向もまた

その値も宗賀との比較からみて，さほど大きく異なると

考えられずせいぜい0．1～0．3。C程度であろう），湖水の

効果は，不結氷の場合は18時～翌9時までは1。C内外湖

岸の気温を上昇させるが，日中の12時～15時になるとほ

とんど影響があらわれない程度に小さくなる．結氷する

と0時～9時にかけて1．0～1．5。C，日中の12時～15時

ににかけては約0．5。C下降させる．夕刻の18時頃にはほ

とんど影響があらわれない程度に小さくなるが，その後

再び次第に沿岸の気温を下降させるようになる．

6．　考 察

気温の変化を起す原因のうち主なものは6），

ン后m

m

1．

2
3．

4．

a
であり，

の地表を考えると，次の式が成立する7）．

町、＋且（R，一R、）＋（1＿A）（R‘＿R、）＋A＆j塾坐＋
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　　瓦Cpρ∂92＋（1＿A）瓦∂93＋Q，＋Qz－0……（、｝
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渦熱伝導および分子熱伝導

水蒸気の蒸発又は凝結

日射の吸収，空気の放射

地面又は周囲の空気からの放射線の吸収

気圧の変化

　日変化をあらわす式として，内陸の適当の広さ

Q8

Q6

04

Q2

oo

Winter

　h
24

∫8：太陽からの日射

ノ～。：空気からの放射

ノ～θ：地面　　〃

ノ～z：湖表面　〃

F：反射能
κ。：大気の渦温度伝導率

K・：土壌の熱伝導率

瓦：湖表面からの渦温度

　　伝導率

0 6 皿 18

第8図　京都盆地の気温の減率の日変化

回数は増え，約1。C低くなる．

　（2）結氷すると，一日中諏訪は松本より低く，その程

度は0時～15時までは2。C，18時～21時にかけては1。C

位である．

　13）気温の減率が第8図のような日変化を松本盆地で

もするとすれば（太陽の日出入時刻や地形，地皮状態が

1960年5月

　Q、：土壌，草木等からの蒸発による潜熱

　Qε：湖衣の蒸発による潜熱

　z4：陸地率　　　　　　　　Q2：温位

Q、：地表面温度　　　　　　Q3：湖表面の温度

　また，氷面および水面との熱の交換も重要であり，こ

れにはつぎのNewton　の冷却の式を参照する8）．

　　　　　　4T　　　　－C一＝4σTo3（T－To）……………・・…（2）
　　　　　　4！

　C：完全黒体の熱容量　　　　　　　　丁：空気の温度

σ：ステファン・ボルツマン常数　　7。：表面の温度

以上の（1），（2）式が湖水の結氷によって，不結氷のとき

にくらべてどの程度変化するかを検討すればよいわけだ

が，未観測の資料もあり，また影響される値も小さいの

で，ここでは定性的に考察するにとゾめた．

結氷によって変化する主なものは，且，薙，茄，E

11
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Q3，αであり，このうち11は（1）式の4っの項にかかっ

ているので，この変化が大きくきいてくる．4の値は次

のとおりとする9）．

　諏訪：0．66　川岸：0．93　玉川：0．97

結氷すると，すべての地点は1．0となる．！1だけみても

湖岸から離れるにしたがって湖水の効果が減るであろう

とか，湖水の大きさによって効果の程度も変ってくるだ

ろうとか，また，結氷した場合は不結氷の場合よりも湖

水の影響する範囲はせまくなるとのではないかと推察さ

れる．

　（1）夜間から明方にかけては伝導と放射が主である

OC

2

0
一2

一4

一6

一8

　　　　　　m　X着
ジKう温．cqo5》　ノ

　　　　　　メ曳匁　　　　　　・

　触～ヤ→！

畳尋ぜ蟹噸太

　　　　　＼

　　　　　、㌧繁

　　　　ゆ気温（10，

　一10

　　　0　6　12　18　24h
第9図　諏訪湖の氷温と気温（2月18日・1908観測）

が，結氷すると（1）式の2，4，5項が不結氷の場合にく

らべて小さくなる．氷面の多い地表面は水面の多い地表

面よりも熱容量も，また温度伝導率も小さくなり，Q1，

Q2もわずか小さい値になるので，気温の下り方は不結

氷のときより大きくなる．また（21式は，水面または地面

が暖ければ接している空気の温度は上り，冷たけれぱ下

ること示している．不結氷のときは表面水温は0。C以上

であり，12月中旬から2月上旬にかけて は諏訪湖では約

2～3。Cである．しかし結氷すると0。C以下となる．

（1go8年2月中旬の観測によると，氷厚20．5㎝の氷板

の0．05mの深さの氷温は，1日の変化が0．1C～一3．9。C

であり，16時～19時は0．0～0．10Cとなっている（第9

図））．したがって，湖岸付近の気温は結氷した時の方が

不結氷の時よりも低くなるわけで，下る程度も夕方や夜

間よりも，接している時間が長い朝方の方が大きくな

る．この値は小さく，せいぜい0．1ないし0．20C位であ

る．

12

　（2）日中になると，気温の変化は主として，伝導，日

射および水蒸気の蒸発による．最も大きく影響する日射

は，結氷しても不結氷でも同じだが，結氷すると．Fが

0．1～0．2位少くなり，1ワ8の値はおおよそ0．020～O．050

Ca1／min程度小さくなる．日射についで影響のあるのは

渦熱伝導率だが，これは大気の成層，風の強弱で大きく一

変る．日中は一般に夜から朝方にかけてよりは強くなる

が，湖沿岸の風速が結氷，不結氷によって差があるかど

うかは重要になるが5年間の資料からではほとんど差が

ないようである．（平均風速を天気が，O①で気圧傾度

がゆるい場合のみを1年間統計した結果では，結氷した

場合は0．7m／s弱くなっている．資料が少いのではっき

りとはいえないが，定性的には結氷，不結氷によってあ

る程度の差があってもよいであろう），なお，結氷すると

ノ1は1．0となるので｛1）式の3，6項は0となるが，4，

5項は不結氷のときは多少は小さくなるがたいした変化

はなさそうである．以上から結氷した時の方が，不結氷

の時よりは低くなるであろうと考えられる．しかし，蒸

発による潜熱Qεは氷面からの方が水面よりわずかに小

さいと思われ，また14時～15時頃が最も蒸発が多いの

で，その頃は結氷，不織lkによっての差が小さくなるで

あろう．なお，結氷した場合，夕刻の気温の下り方の少

いのは，日中氷温があがり，その極は気温よりはずれ

て，2，3時間あとになることが1っの原因と思われる．

　湖水が不結氷のときは，湖水は暖気を保存している

が，結氷すると地面とほとんど同じような状態に変化し

てしまうので，較差もしたがって大きくなる．

6．　結 語

　湖水の結氷が湖周辺の気温におよぼす影響を要約する

と，

　（1｝湖水の効果は，湖沿岸では結氷しないと，夜間か

ら朝方にかけては約1。C上昇させる．日中になるとほと

んど影響があらわれなくなるが，わずかに上昇さしてい

るようである．結氷すると，夜半から朝方にかけては1

．0～1．5。C，日中には糺0．5。C下降させる．しかし夕方

にはほとんど影響があらわれないようである．

　（2）最低気温は大きく湖水の影響を受ける．不結氷の

ときは，湖沿岸では約1．50C上昇し，結氷すると逆に約

1．0りC下降する．最高気温の受ける影響は小さく，不結

氷のときとたいした変化はないようだが，約0．5鳴下降

させるようである．

　（3）較差は結氷すると，不結氷のときより約2。C大き

、天気”　7、5．
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くなる．

　（4）湖水の効果がおよぼす範囲は，湖水の大きさ，卓

越風，地形等で異なるが，諏訪湖（14km2）の影響は，

湖岸から5km位の地域までは著「しいが，10km以上も

離れるとわからなくなる．

　（5）上記のような変化は，主として陸地率，反射能，

湖表面からの輻射，湖表面の温度，湖表面の渦温度伝導

率および湖水の蒸発による潜熱が変化して生ずると考え

るが，以上については今回は定性的に説明した．今後は

資料（水温，氷温，地面温度，湖表面からの蒸発量）を

さらに集めて，数量的に，また，他の湖についても調べ

て検討する必要がある．

　資料の整理について御尽力頂いた米久保義勝氏と守矢

さち子嬢に厚く感謝すると共に，種々御指導を受けた正

務調査課長にお礼申し上げる．
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気象の英語（19）
　21．excepting，b皿t，ex㏄ptおよびexceptfor

　～何々を除けば”，という表現には，前置詞としては

except，excepting，but，またはexcept　forを使う．こ

の中，exceptingはC．O．D．によれば，

　懸Excepting”is　required　only　after　πo渉，zoi渉hoz‘渉，

as　z〃8　α7θ　αll　ノ初llづゐ18，　6ズ08力云　∫h6　1りo」ク6，　but　πo渉

6劣吻伽9渉h6カoカε；exceptingisals・usualafter

α1ωσツ＄

とあるから，exceptingはnot，without，およびalways

の後にだけ使われる（逆は成立たない．すなわち・not，

without，alwaysの後に使われるのは，exceptingとは

限らない．）

　butは，C．O．D．によると，曝元来は副詞と前置詞だ一

が，後に接続詞にも使われ，現在では副詞・前置詞，否

定の関係代名詞，従位接続詞および等位接続詞として使

われており，これらをはつきり区別することはここでは

不可能である”．この曝除けば”の場合も，例として，

　They　are　all　wrongbu　the，him；no　one　but　me，1；

never　but　once；he　all　but　did　it；what　can　he　do　but

die；nothing　would　content　him　but　I　must　come．

がのっている．最初の例で，butが前置詞なら，but　me

とすべきだが，but　Iというのも使われている．また

butの後には名詞だけでなく，副詞もくれば・動詞もく

る．最後の例ではクローズも来ている．

　exceptもexcept　forも日本語では悪を除けば”だ

1960年5月

有住直介
が，使い方が少し違う．例で説明するのがわかりよい。

We　all　failed　except　him．

　The　bag　was　empty　except　for　some　eggs．

上の例では，彼は失敗しなかったが，他のわれわれ仲間

は失敗した，という意味で，われわれと彼とが対比され

る．下の例で，もし，forがないと，たまご（eggs）は

から（empty）でなかったが，ふくろ1まからだった．と

いう意味と間違えられるかも知れない．たまごは入つて

いたが，その他のものはふくろに入っていなかつたとい

う意味を表わすのには，except　forと「しなければなら

ない．一言い換えると，曝except　for”，懸は㌔ut　for”と

同様に、を除くならば”という副詞句とも考えられる．

　また㌔ut　for”～”と同様に，懸except　that～〃や

㌔xcept～”はunlessの意味の接続詞ともなる．ちな

みに，語源によると，exceptは分詞構文から来たもの

で，youbeingexceptedが，exceptyouとなったと

のことである．次にexceptとexcept　forの例文をか

かげる．

　　There　is　no　steady　heat　like　this　in　the　Unit＿

　ed　States　except　midsummer　in　the　Arizona　and

　Ca，1ifomia　deserts．（1．R．Tannehi11）

　　This　explains　why　the　flow　of　clouds　through

　mountain　passes　looks　precisely　like　a　true

　river，Fig．9（except　for　the　velocity　which　can＿

　not　be　iudged　from　a　still　photo）・（J・Kuettner）
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