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　 し か もセ イ ウ チ の 牙 は中国 に も知 られ て い た．靺鞨

文 化 の 人 た ち で あ る 靺鞨 に つ い て 記 し た 唐 の 土 朝

（618〜907年）の記録 に よ れ ば ， 靺鞨 の特産品 に セ イ ウ

チ の 牙 が挙 げ られ て い る．また唐 の 領域 の 営 州 （今 囗

の 遼寧省 朝陽市） の 納税品 に セ イ ウチ の 牙 が 挙 げ られ

て い る．ま た 南宋 （ll27〜1279年）の初期の 記録や 明

の i 朝 （1368〜1644年）の記録 に もセ イ ウ チ の 牙が 出

て い る．こ れ ら の セ イ ウ チ の 牙 も，上記 の ル
ート を通 っ

て 運 ばれ て，中国 の 人 た ち に 知 られ た の で あ ろ う．

　 6 ．おわ りに

　北海 道 の オ ホ
ー

ツ ク 文化 の 遺跡 か ら見 出さ れ た 海象

の 牙製 の 婦人像や 動物像 と 牙 は，こ の よ う に オ ホーツ

ク海北岸か ら もた ら さ れ た と 考 え る こ と が で き る．た

だ し，オ ホ
ー

ツ ク文化 の 遺跡 は北千 島に も分 布 し て い

る．した が っ て ，も し北千島の オ ホ ーツ ク 文化 の 人 た

ち が そ こ で セ イ ウ チ の牙 を手に 入 れ れ ば，そ の よ うな

牙 が 千島列 島経 由で 根室半島の オ ホ
ー

ツ ク文化 の 人 た

ちの 所 に もた ら さ れ る 可能性 は あ る だ ろ う．も し今後

北千島 の オ ホ ーツ ク 文化 の 遺跡か らセ イウチ の 牙が 発

見 され るな らば，環 オ ホーツ ク海交 易 の 実態 が よ り興

味深 い もの と な る だ ろ う．
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2 ． 東樺太海流 と海氷

大 　島　慶
一

郎
＊

　 1 ．は じめ に

　オ ホ ーツ ク 海 は，沿岸結氷 を除 けば，北 半球 の 海氷

域の 南限で あ る．こ の 海域 の 海 氷変動 は 気 候変動 に も

敏感 と考え ら れ ，海氷面積 の 経年変動 も非常に大 き い ．

例 え ば 1996年 で は 最大張 り出 し時 で も海氷 域而積は オ

ホ ーツ ク海 の 50％程度 し か な か っ た が 200／年で は ほ ぼ

1〔xo％近 く に ま で な っ た （第 1図 b，　 d参照 ）．一
方 ，オ

’

北 海道大 学 低 温 科学研究所 ．

◎ 2003　 目本気象学会

ホーツ ク 海 は ，大気 と接 した 水 が 北太平洋 で は 唯
一

海

洋 中層 （300〜800m 位）まで 運 ばれ る海域で あ る と考

え ら れ て い る．こ れ は海氷が 多量 に 生 成 さ れ る オ ホー

ツ ク海の北西陸棚域 に お い て ，海氷牛成 に伴 っ て 重 い

水 （高密度陸棚水）が 作 ら れ る こ と に よ る．こ の 水は，

や が て 北 太 平 洋 の 中 層 に 拡が る 北 太 平 洋 中層 水

（NPIW ）の 1 成分 をな し，大 気 に 接 した水 と い う観点

か ら は NPIW の起源水 と み な さ れ る ．

　 オ ホ ー
ツ ク海 で は，まず11月頃 に 北 西陸棚域で 最初

の 海氷生成 が 起 こ り，そ れ が 拡が っ て い き 1 月下旬 く

2003 年 7 月 9
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（a）1995 年 12 月 　 （b）1996 年 2 月 　 （c）2000 年 12 月

第 1図 　海氷密接 度 の 月 平 均 分 布 （マ イ ク ロ 波 放 射 計 SSMII データ に よ る ）．
　　 　 は右隅 を参照．
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　（d）2001 年 2 月

密 接 度 （％ ） の ス ケ ール に つ い て

ら い に 北海道沖 へ 到達す る．少氷年 の 1996年 2 月 の 海

氷 分布 （第 1 図 b）を 見 る と，西側で は南端 ま で 海氷が

張 り出 して い る の に 対 し．東側 で は開水 面域 が 南側か

ら く い こ ん だ よ う な 分布 に な っ て い る． こ の よ う な 分

布 は オ ホ ーツ ク海 に 反時計回 りの 循環 が あ る こ と を 示

唆 し て い る．し か し 実 は ，オ ホ
ー

ツ ク 海 の 循 環 に っ い

て は 日本 ・ロ シ ア の 古 い 文 献 （Watanabe， 1963 ；

Moroshkin ，1966）な ど に 描 か れ た 概念的 ス ケ ッ チ 図

以 ［1の こ と は よ くわ か っ て い な か っ た ．そ れ ら に よ る

と ，オ ホ
・一

ツ ク 海 に は 大 き な 反時計 回 り の 循環 が あ り，

最 も顕 著な流 れ は そ の 循環 の 西 側，樺太沖沿 い に で き

る強 い 南下流 （東樺太海流）と い うこ と に な っ て い る．

　 こ の 東樺太海流 と呼ばれ る海流は，後述 す る よ う に ，

海氷 や そ れ に 伴 う負 の 熱 や 淡水 ，さ ら に （NPIW の 起

源水 と な る〉高密度陸棚水を南 へ 運 ぶ の で，気候 形成

や物質 循環 に も重 要な役割 を果 たす と 考 え られ る．ま

た，サ ハ リ ン 油 田 で 油 流出 が 起 こ っ た 場 合，汚染 物質

を北海道沖 ま で運ん で し ま う海流で も あ り，社会的 に

も重要 な海流 で あ る 、さ ら に は ，こ の 海 流 が 海氷 や 海

獣を運び，か つ て の文化圏形成 に 大 き な役割を 果 た し

て い た （本 シ ン ポ ジ ウ ム 　菊池俊彦氏講演）可能性 も

あ る．

　 「東樺 太海流」と い う 名前 は，教科書 の 海 流 マ ッ プ や

地図帳 に 記 され て い る 場 合 も あ れ ば，な い 場合 も あ る．

記 され て い る もの は，も と を た だ せ ば 口本 や ロ シ ア の

古 い 文献に 某 つ い た も の で あ ろ う が，こ れ ら は 長期係

留 な ど の 十 分 な実測 に 基 づ い た もの で は な く，船 の ド

第 2 図 表 層 ド
1
丿 フ タ

ー
の 軌跡 （199911

＝9 月〜

2｛〕OO年 2月 ）．

リ フ トや水塊 ・海氷 の 動 き な どか ら類推 し た もの で あ

る． こ の海流 の 流量 ・構造や そ の季節変化 と い っ た定

量的 な こ と は，ほ と ん ど わ か っ て い な か っ た，人 に よ っ

て は， こ の 海流 の こ と を 「幻 の 海流」 と 言 う く ら い で

あ る．

　 ソ ビ エ ト連 邦の 崩壊 に よ り オ ホ ーツ ク海 内 で の 国 際

共 同観測 が 口∫能 に な っ た こ と な どで ，長 くべ 一
ル に 包

まれ て い た こ の 海流 の 実態 が
一

挙 に 明 らか に な っ て き

10 “

天 気
”
50，7．
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た．本講 演 で は，オ ホ ーツ ク 海 の 海 流 と海 氷 に つ い て ，

特 に 東樺 太海流 を 中心 と し て ，最近明 ら か に な っ て き

た 研究成果を紹介す る．

　 2 ．東樺太海流の べ 一ル を剥 ぐ

　1997年か ら 2002年 の 5年 間 に わ た っ て行わ れ た，科

学技術振興事 業団戦略的基礎研究 （CREST ） 「オ ホ ー

ツ ク海氷 の 実態 と気候 シ ス テ ム に お け る 役割の 解明 ：

代 表若 土 正 暁」は オ ホ
ー

ツ ク海 研 究の breakthrOugh

的 な プ ロ ジ ェ ク ト と な っ た （http：〃wwwod 」owtem ，

hokudai．ac ．jp／kaiyodotai．html ＃senryaku ）．CREST

か らの 資金等 の バ ッ ク ア ッ プ と ロ シ ア で の オ ホーツ ク

海 の オ ープ ン 化の タ イ ミ ン グ が う まく合 っ た こ と と，

凵露米間で の 協 力 が 非常 に う ま くい っ た こ とで，今 ま

で で きな か っ た様 々 な観測が 可能 と な っ た ．こ の プ ロ

ジ ェ ク トで は，東樺太海 流 を明 らか に す る こ と を最重

点課題 の 1 つ と し た ．オ ホ
ー

ツ 海氷 の 実態 を 理解す る

上 で の 鍵 と な る海流 ・海域 と判断 した か らで ある． 1

つ の 海 流 をそ の 存 在 の 可否 も 含 め て 明 ら か に して い く

観測 は，Descriptive　Oceanography（記述 海洋学）の

教科書に 1 パ ラ グラ フ を書 き加え ，海流マ ッ プ の 空 白

域 を 埋 め る プ ロ ジ ェ ク ト と も言 える．中心 と な る観測

は1998〜2001年の間計 4 同，
ロ シ ア 船ク ロ モ フ号 に よ

り行わ れ た ．流れ を測 る観測 と し て ，表層 ド リフ タ
ー・

中層フ ロ ー トに よる ラ グ ラ ン ジ ェ 型観測 と 長期係 留 に

よ る オ イ ラ
ー

型 観測の 両方を組 み 合わ せ て 行わ れ た．

　 第 2 図 は表層 ド リ フ ターの 軌 跡 を 示 し た も の で ，計

20個 の うち 12個 は東樺太海流の 上 流付近 に 投入 され た

（Ohshima　et　 at ．，2DO2）．ド リフ ターは 北 西陸棚域 か

ら は 樺 太 沖 を 海 底 地 形 に 沿 っ て 0．2〜0．4ms − 1
の ス

ピー ドで 南下 して お り束樺太海流の 存在を明 らか に し

た．海流 の 幅 は 15  km 程度で ，北海道沖 まで 南
．
ドす る

もの と，途中48〜52度あ た りで 東 へ 向か う も の と の 2

つ に わ か れ る．こ れ らの 結果 は過去の ス ケ マ テ ィ ッ ク

ス と 基本的 に は 大 き な 違 い は な い ．

　 東樺太海流 を北緯53度 に 沿 っ て横切る長期係留測 流

の結果 （Mizuta　 et　 al ．，2003） か ら は ，年平均 の 流量

は約 7Sv （l　Sv＝106　m3 　 s
−1
）と 見積 もられた．こ れ

は 黒 潮 の 流量 の 2〜 3 割，日本海 の 対馬暖流 の 流量 の

約 3 倍 に 相 当 し，縁海 の流れ と して は か な り大 き な も

の で あ る． こ れ は 流 れ が 表層 の み で な く海底 ま で 達 す

る ような深 い 構造 を持 つ と い う特徴 に よ る．ま た，流

量 が 冬季 に 最大 で 夏季 に 最小 と な る 大 き な季節変動 を

す る こ と も特徴 の 1 つ で あ る．海氷 の 南 ドも，海 流 に

よ る移流効果 が 半 分 な い し そ れ 以 上 あ る と考 え ら れ ，

また こ の 海流 に よ る （負の 〉熱輸送 も小 さ くな い ．こ

れ ら の観測は 2 年間 に 限 られ て い る の で，経年変動 ま

で は わ か らな い が，東樺太海流の 実態は か な りの 部分

明らか に な っ た と い え る．少な く と も，教 科書 や 地 図

帳 に は束樺太海流を し っ か り記す こ と は 問題 な い と い

え る．

　さ て ，縁海 と して は 大 き な流量 を持 つ こ の 海流 は，

ど の よ う に 駆動 さ れ る の か ？　 こ の 海流 の 駆動機構 は

い くつ か 考え られ るが ，（風応力の か 一ル に よ る ）風 成

循環 の 西岸境界 流 　と い うの が我々 の 考 えで ある （Oh −

shima 　 et 　 al ．T　2003）．こ れ は ， 循環 の 方 向 が 逆向き で

は あ る が 黒 潮 と同様な機構 で あ り，オ ホ ーツ ク海全域

の 強 い 正 の 風 応力 の カ ール が 亜 寒帯的な （反時計 回 り

の ）循 環 を作 っ て い る と い う考え で あ る．実際，数値

モ デ ル で も現実的な風応力を与 え る と．実測 さ れ た も

の と近 い 海流 が よ く再現 さ れ る．東樺太海流 に は こ の

他 に ， ア ム ール 川 の 淡水流入 に よ り秋に 表層 で 強 くな

る成 分，海氷生成 に よ っ て で きる高密度 陸棚水 に よ り

春 に 海底付近 で 強化 され る成分 ，と い っ た 密度流成分

も あ る が，流 量 に す る と こ れ ら は 小 さ い ．

　 3 ．海氷の 多寡は何で決 まる ？

　オ ホーツ ク海の北海道沖 が 海氷 の 南限 で あ る の は，

寒極の シ ベ リア か らの 厳 し い 寒気 と それ に よ っ て で き

た 海氷 が北西 季節風 に よ っ て 移流さ れ る と い う気象要

因 が まず挙 げ ら れ る． こ の 他 に ，次 の よ う な海洋場に

も重要な要因が ある と考 え ら れ る． 1 つ は ， ア ム ール

川 の 淡水 流入 に よ り強い 成層が で き る ため冬季 の 対流

が 深 くま で 及 ぼ な い と い う海洋構造 ．そ し て も う 1 つ

は ，東樺太海流 に よ っ て で き た海氷が南へ 移流 され る

と い う こ と．た だ し， こ れ ら海洋の 要因 に つ い て は 実

測 が 乏 し く，定量性の あ る議論 に は至 っ て い な か っ た ．

　第 1図 か ら もわ か る よ う に ，オ ホ ーツ ク 海 の 海氷 の

（年 々 ）変動 は か な り大 き い ．2001年 2〜 3 月 に は 20年

ぶ りに オ ホーツ ク海の ほ ぼ 全域 が 海氷 に 覆 わ れ る こ と

と な っ た （第 1 図 d）が，1990年代 の 海氷面積は そ れ ま

で の 気候値よ りか な り小 さ く，温 暖化 の 影響 で こ の ま

ま ど ん ど ん海氷 は な くな っ て い くの で は ， と い う考 え

方もあ っ た．衛 星 に よ る マ イ ク ロ 波放射計 の 登場 で 海

氷面積が グ ロ ーバ ル に モ ニ タ
ー

で き る よ う に な っ て 3〔｝

年近 くに な る が ，そ の 中で も2001年 の オ ホ ーツ ク海の

海氷域面積 は 1979年 と 並 ん で 最 も大 きい もの と な っ て

い る ．衛 星観測 で は海氷 面積 し か わ か ら な い が ，北海

20〔｝3 年 7 月
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（a ＞中層 フ ロ ートに よ り観測 さ れ た ，東

樺 太 沖 の 水温 （℃ ）の 鉛直 プ ロ フ ァ イ ル

の 季 節 変 動 ．温 度 の ス ケ ール に つ い て は

下端 を参照、（b） フ 卩
一トか ら求め た混

合 層 の 貯 熱 量 の 変 化 （Wm
−2

；実線 〉 と
，

海 E気象 データ 等 か ら求 め た 海 面 熱 フ

ラ ッ ク ス （Wm
．2

；点 線 ：気 候 値 ；破

線 ：2000年 ） の 季 節変動．

道大学低温科 学研究所で は海 ヒ保安庁 と共 同 で 1996 年

よ り毎年，砕氷 船 「そ うや」で オ ホ ーツ ク海南西部 の

現場 観測 を行 っ て お り，海氷 の 厚 さ な ど も観 測 し て い

る． こ の 現場観測 に よ る と ， 2001年は 面積 だ けで な く

海氷 の厚 さ も非常に 大 き い 年 で あ る こ と も示 峻 さ れ て

い る　（Toyota 　et　al ．，2002）．

　 オ ホ ー
ツ ク 海 で の 海氷 の （年々 ）変動 は 何 に よ る の

で あ ろ う か ？　 Kimura 　and 　Wakatsuchi （1999） は，

オ ホー
ツ ク海 の そ れ ぞ れ の 年 に お ける海氷 の 張 り出 し

の 変動 は，か な りの 部分風 に よ り説明 で き る こ と を示

した．ただ し，風 で は年の 中で の 変動 を説明 で きて も，

年 々 の 海氷 の 多寡 ま で は 説明 し き れ な い ．2 01年に 海

氷 が 多 か っ た こ と も風 だ け で は 説明 で き な い ．Yama −

zaki （200 ）は，オ ホ
ー

ツ ク 海 の 海氷 面 積 の 年々 変動

は 風 の 他 に ，初期 の海氷 の 張 り出 し面積 （結氷 の 早晩 ）

が そ の シ ーズ ン の 後半 ま で 効 き，そ の 年 の 海 氷 の 多寡

を決め る 要 因 の 1 つ に な っ て い る こ と を 示 し た （第 1

図 も そ れ を示 唆 し て い る〉．渡辺 （2〔｝00）・橋谷 （2002）

は初 期 12月 の オ ホ ーツ ク海内海氷而積 はオ ホーツ ク海

北西部 の 10 ・11月 の 表 面熱収支 と非常 に 高 い 相 関 が あ

る こ と を 示 した．すなわち，北西部で結氷前の 秋 に 大

気 に より多 くの 熱を奪わ れ る と，12月 の 海氷 面積 が 大

き くなる．実 際に 2000年の 10・11月 も例年 よ りか な り

寒気が 強 く，初期 （12月） か ら海氷面積が 大 き か っ た

（第 1図 c ）．橋谷 （2002）は さらに ，北西部の 10・11月
の 熱収 支 と、年々 の 海氷の 出現 （結氷 ）時期 と の 関係

を調 べ ，北西 部の熱収支は北西部 （ロ ーカ ル ） だ けで

な くサ ハ リ ン 沖 の 海氷 出現 の 早晩 も決め て い る こ と を

示 し た ．こ の こ と は，北 西部で 冷却を強 く受け た海水

が 南 （樺 太沖） へ 移流 さ れ る か ，北 西部 で 生成 さ れ た

海氷が 南 へ 移 流 さ れ る か の証で もある．東樺 太海 流 の

存在を間接的 に 示す もの で もあ る．熱量 的 に も，表面

熱収 支 の ア ノ マ リーと 結氷開始 の 早晩 は よ く対応 し て

い る．以 上 か ら，東樺太海流域及 び そ の 上流 の 北西 陸

棚域で は 単純 に 海面 が どれ だ け冷却 さ れ る か だけ で 結

氷 の 早晩 が決 ま る と い う仮 説 が 呈示 さ れ る．

　 結氷 の 早 晩 は ， 海洋構造や 海洋下層及 び横か らの 熱

の 移流 に よ っ て も影響さ れ う る．上 記 の 仮説 を確 か め

る た め に は，結氷 に 至 る まで の 海洋混合層 の 観測 が 必

要 とな る． こ の よ う な 観測 は ，よ り根本的 な 問題 「オ

ホ ー
ツ ク 海 が 凍 りや す い の は なぜ か ？」 に も関 わ っ て

くる．混合層 の 季節進行 を観 測 す る た め に ，2000年 6

月 に 東樺太 海流の 上 流に 4基 の 中層 フ ロ ー ト （中層に

浮遊 し，一
定時間 ご と に 浮上 し て そ の 際 の 温 度 塩 分

の プ ロ フ ァ イ ル を衛 星 を介 し て 送る フ ロ ー
ト） が 投入

され た （http：〃flux．ocean ．washington ，edu ／hu／）．中

層 フ ロ ー ト は 中層の 流れ に 沿 っ て 動 くの で 準 ラ グ ラ ン

ジ ェ 的 に 混合層 を モ ニ タ
ー

す る こ とが で き る．第 3 図

a は，判 曽フ ロ ー トに よ っ て 捉 え ら れ た 混合層 の 水温

の 時系列 で あ る、結氷 に 至 る ま で の 混 合層 の 深 まりが

捉え ら れ て い る．ち ょ う ど T 結氷が 例年 よ りか な り『ユ

ぐ 海氷 の 張 り出 し が こ の 20年 で 最大 に な っ た 年 （第

1図 c，d）の ケ ース を捉 え る こ と と な っ た．第 3 図 b

は中層 フ ロ ー トか ら求 め た 樺太 沖 の 海洋混合層の貯熱

量変化 （実線） と ，そ れ と は 独立 に 見積 も ら れ た 表面

熱収支 （破線〉 を比 べ た もの で あ る が，両者は よ く対

応 し て い る．ま た，海 面熱収支 か ら200〔〕年の ！  ・11月

（破線） は気候値 （点線） に 比 べ か な り強 く海 が 冷却 さ

れ て い る こ とが わ か る．以 Eの 結果は，少な く と もオ

ホ
ー

ツ ク 海北 西部 か ら東樺太海流域 に か けて は ，秋 に

12 “
天 気

”
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第 4 図　オ ホ ーツ ク 海 の 年平均 の 正 味 の 熱収 支

　　 　 （Wm
’z

）陰影 は 正 味 の 熱 フ ラ ッ ク ス が 負

　　 　 の 領域 （大気 に 熱を与 え る セ ン ス ）．

どれだ け大気 に よ り冷却 さ れ る か だ け で ほ ほ結 氷の 早

晩及 び初期 の 海氷域面積 の 大小 が決 ま る と言 っ て よ い

こ と を示 し て い る．

　 しか しな が ら，オ ホ ーツ ク海 の 中央部や 後半で の オ

ホー
ツ ク海全域 の 海氷の 多寡が 何で 決 ま る の か は，単

純 に ロ ーカ ル な熱収支や風 で 決 まるの で はな い ら し い

こ とが 解 析 か ら示 さ れ て い る （橋谷，2002）．海洋中に

記憶 さ れ て い る前年か ら の ア ノ マ リー，太 平洋か らの

流入 水 の 影響な ど も重要 な要 因 で あ る 可能性 が あ り，

今後 の 研 究 が 待 たれ る と こ ろ で あ る．

　 4 ．海氷 と東樺太 海流 の気候 へ の 役割

　海氷 は結氷 す る際 に 負の 潜 熱 を も ら い ，融解時 に そ

れ を放出 す る、オ ホーツ ク海で は北で結氷 し た 海氷 が

移 流 さ れ て 南 で 融解 す る の で ，結果的 に 負の 熱を南 へ

運 ぶ こ と に な る．海氷が 結氷 ・融解す る際の 潜熱 は 大

き く，例 えば lm の 海 氷 を融解 す る の に 必 要 な 潜熱

は．10m の 水柱な ら 6 ．．7度 ， 全大気柱な ら25−30度暖

め る の に 必 要 な熱量 に 相 当 す る．

　第 4 図 は 1987〜2 01年 に お け る年平均 の 正 味表面熱

収支の 空間分布 を示す （Ohshima　et　al ．，2DO3），こ れ

は ECMWF ，　 COADS ，　 ISCCP ，　 GISST ，　 SSMII の 気

象 ・海氷デ ータ か らバ ル ク式や 経験式を 用 い て 1 日 ご

と に 収支計算 した もの を 14年分 平均 して算出 した もの

で あ る．最 も顕著な特徴 は北西 部 に 負 の 大 きな値 ，南

部 に 正 の 値 と い う大 き な コ ン トラ ス トが あ る こ とで あ

る，す な わ ら，北で 海洋が大気か ら多量 に熱 を奪わ れ ，

南 で 海洋 が大 気 か ら熱 を もら っ て い る こ と を示 す．こ

れ は 1 つ に は上 で 述 べ た よ う に ，負 の 熱が （潜熱 と し

て ）海氷 に よ り南 に 運 ば れ る （熱輸送 として は北 向き）

こ と に よ る が ， こ れ だ けで は 熱量 を説 明 し き れ な い ．

もう 1 つ 重 要 に な るの が ，束樺太海流が 冷た い 水を南

へ 運 ぶ効果 で あ る．オ ホ ーツ ク海の 冷水や 融氷の効果

は太平洋の 北海道道束沖まで 浸 み 出 して い る．北海道

の オ ホ ーツ ク 沿岸や道東の 寒冷 な 気候 は 海氷 と 東樺太

海 流 が 負 の 熱 を北 か ら運 ん で き た こ と に よ る 部分が 大

き い と私は考え て い る．

　第 4 図 の 結果 に は少 な くな い 誤 差 が 含 ま れ る が ，オ

ホ
ー

ツ ク 海全体 と し て の 正 味 の 表面熱収支 は 平 均
一一22

Wm −2
で ，オ ホ ーツ ク海全体 と して は 大 気 か ら35　TW

（＝ 1012W ）の 熱量 を奪 われ る，と い う結 果 に な る． こ

れ は，オ ホ ー
ツ ク海が 北 太平洋 に 対 し て低温 の ソース

に な っ て い る と い う海洋側 か ら の 知 見 と矛 盾 し な い ．

同緯度の北太平洋亜寒帯域 で は 海洋は 大 気 に 暖 め られ

て い る と 考 えられ て い る （Moisan 　alld 　Niiler，1998）

が ，オ ホ ーツ ク 海 だ け は 熱の 移動 が逆 に な っ て い る こ

と に な る ．

　北西部の 海氷生成 に よ っ て で きた結氷温度 の 高密度

陸棚水 は 中層 まで 達す る 密度 を 持 っ て お り，そ れ が 東

樺太海流に よ っ て 南へ 運ばれ ， さ ら に北太平洋中層 へ

と運 ば れ る． こ の よう に ，オ ホ ーツ ク 海 で は 単 に 熱が

水 平方向 に 輸送 さ れ るだ け で な く，鉛直的 に 海洋内部

へ も輸送 さ れ る こ と も重要 な 点 で あ る．と 同時 に ，淡

水ア ノ マ リーや （二 酸化炭素 を含 む ）種 々 の 物 質 も中

層 へ 輸送 さ れ て い る ．東樺太海流は，流量 が大 き く中

層ま で 及 ぶ海流で ある こ と で ，そ れ らを極め て効率よ

く南へ そ し て海洋中層 へ と 運 ぶ 役割 を持 っ て い る こ

と に な る ．
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104 ：105 （爆 弾低気圧 　水蒸気輸送）

3 ． オ ホ ー ツ ク海周 辺 で 急激に 発達 す る低気圧 と水蒸 気輸送

遊 　馬 　 芳 　雄
＊

　 1．は じめ に

　 日 々 の 気象衛 星写真 や 天気 図 を見 て い る と ，し ば し

ば冬季 に オ ホ ーツ ク海周辺 か ら北西太平洋で 急激 に 発

達 し て い る 低気 圧 をみ か け る． こ れ ら の 低気 圧 は 「爆

蝉低気圧 1 と も 呼ば れ ，高緯度 の 海 Eで 急激 に 発達 す

る こ と か ら t し ば し ば海難 の
一

因 に も な っ て い る ．ま

た ， 低気圧 は中緯度帯か ら高緯度帯 や 極域 に 熱 や水 蒸

気 を供給 す る原動力 で ，地 球規模 の エ ネ ル ギー収支 や

輸送，さ ら に ，周 囲 に 降水 （降雪 ） をもた らす の で ，

＊
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氷河，氷床等，雪氷圏の 涵養 に も大 き な影響 を与 えて

い る、

　 こ れ ら 「爆 弾 低 気 圧1 は Sanders　and 　Gyakum

（1980）　や Roebber　（1984），　 Gyakum 　et　 al 、（1989）

等 に よ っ て 太平洋 や大西洋 で の 気候 学的頻度分布や特

徴 が 調 べ ら れ て い る．さ ら に ，大 西 洋域 の 低 気 圧 は

ERICA （Experiment 　ol
’
1　Rapidly　Intensifying

Cyclones　over 　the　Atlantic＞や FASTEX （Fronts　and

Atlantic　Storm　Track 　Experiment ） な ど の 観測 ブ
．
ロ

ジ ェ ク トに よ っ て 構造や 特徴が 詳細 に 調 べ ら れ て い る

が ，日本周辺 の 北西太平 洋域 で の 低気圧 の構造 や 特徴

は 必 ず し も明 ら か に な っ て い な い よ う に 思 う．
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