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要　旨

　北太平洋西部海域 に お け るバ イ ナ リー台風 （相 互 作用 しあう 2 つ の 台風 を 1 組 の シ ス テ ム とみ て BTS と略 記 す

る〉の 出現状況お よ び 特徴 的 経路モ ードの 出現 度 数 お よび 出現 背景 に つ い て 調 べ た．BTS は 1年 に 約 2 回の 割合 で ，

5 −11月 に 出現 し て い る．地 理 的 に は解析対象海域 の 中央部 の ブ ロ ッ ク B に お け る E−W （東西方向）の 初期 相対位

置か ら 出現 した ケース が 最 も多か っ た ．

　経路 の 特徴 と して は，BTS 期間 を通 し て相互 に低気圧 性回転
・
接近す る経路 （CA モ ード）が 全体 の 約35％ を 占

め，そ の 中の 約半数 は併 合 した ケース で あ っ た ．前半の 低気 圧性回 転 ・接近 の あ と高気圧性 回転 ・離反 に転 じ る経

路 （CAD モ ード） は45％で あっ た．相互 に 高気圧性回転 を主 と した経路 （aC モ ード）は 僅か 10％で あ っ た ．

　BTS を構成す る 2 つ の 台風 の 強度 は
一

般 に 不等で あ り，　 BTS 期 間平均 の 強 い 台風 に対 す る弱 い 台 風 の 強度比 は

0．64で あっ た．強度お よびサ イズ の 不等性 が経路 モ ードの 特性 に 影響す る 可 能 性 を指 摘 した ．

　 1．は じめに

　Fujiwhara （1923）が水槽実験 で 示 し た 2 つ の 渦間の

相互作用は藤原効 果 として よ く知ら れ て い る，それ は，

あ る距離以 内に 近づ い た 2 つ の 低気圧 渦 は共通の 回転

中心 の周 り に相互 に低気圧性回転を続 け なが ら近 づ き

併合す る こ とで あ っ た ．Haurwitz（1951）は，ラ ン キ

ン 渦 を用 い て 実際大気中で 相 互作用 し合う 2 つ の 渦 の

相対運動 に つ い て 理論的考察を行 っ た．

　 Hoover （1961）は北大西洋 ・メ キ シ コ 湾海域 と北太

平洋西部海域 の 38個 の BTS に つ い て解析 した結果，

2 つ の 渦 の 相対運動 は多 くの 場合，前者 に お い て は高

気圧性回転 ， 後者に お い て は低気圧性回転が多 い と報

　＊

琉球大学理学部 （現所属 ：NPO 沖縄台風 セ ン ター

　 研究会）．
＊ ’

琉球大学理 学研究科 （現 所属 ：フ ィ リピ ン 大気
・地

　　球物理 ・天文行政 （PAGASA ），リサ
ーチ ・デ ィ ベ

　　ロ プ メ ン ト部），
寧牌

琉球大 学理 学研究科 （現所属 ：株式会社 りゅ うせ き

　　Network 情報 シ ス テ ム 部情報技術課）．

　　　　　　　　　　　　　− 1998年10月 8 日受領
一

　　　　　　　　　　　　　
一2006年 3 月 8 日受 理

一

◎ 20e6　日本気象学会

告 して い る ．そ の 理 由と して 、北大西洋 では，個々 の

台風 は南東か ら北西の 方向 に 進み，その後転向し て北

東方向に進む 経路 を と る傾向が圧倒的に多い が，一方，

北太平洋西部海域で は ， 台風は転向なし に 西 に 移動 す

る傾向が強 い こ とをあげて い る．そ の こ と は，大西洋

の 方が亜熱帯高気圧 （SH ）の 西縁に お け る高気圧性水

平 シ ア
ーが で きや す い こ とを暗示 し て い る．

　北太平洋西部海域 の 22組 の BTS を 用 い て ，　 Brand

（1970）は相対回転速度が，2 つ の 台風 の 中心間距離（接

近距離）の 減少 とと も に 大 き くな る傾向を も と に， 2

つ の 台風 は約1400km 以内の接近距離 で は相互 に引き

合 う と述べ て い る，Dong 　and 　Neumann （1983） 1ま，

北太 平 洋 西部 海域で は殆 ど の BTS は ITCZ で 発 生

し， 2 つ の 台風は相互 に 低気圧性回転運動を す る と報

告し て い る，さらに，彼等 は 650km 以内で は藤原効果

が強 く，そ れ よ り離れ て い る場合 は ITCZ 内の ス テ ア

リ ン グ流の寄与が強 い と報告 して い る．

　 Lander　and 　Holland （1993）は北太平洋西部海域の

資料に基づ い て ， 相互 に作用 し あ う 2 つ の 台風の相対

回転運動 の概念モ デル （以後，L−H モ デ ル と略記）を

示 した ．そ れ に よ る と ， 低 気圧性 回転 で 接近 し あ う 2

つ の 台風 はそ の 軌道を続けて つ い に は併合す るケース

2006 年 6 月
3

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

468 北太平洋西部海域 に お け るバ イ ナ リー
台風 の 出現性 と経路 モ ードの 特徴に っ い て

と 中途 で高気圧性回転軌道 に 変 え離反す る ケ ース が あ

る こ と がわ か る．

　Pokhi1（1990）は， 2 つ の 台風 の 相対運 動 に関 して ，

L−H モ デル が示 す よ うな ， 低気圧性接近軌道 の開始点

（Capture），そ の 軌道 か らの離脱点 （Escape），両渦 の

併合開始点 （Merger ）等 に 関す る知見 の 不足が台風な

ど の 予報精度を下 げて い る と報告して い る，予報精度

向上 を意図し ， Carr　III　and 　Elsberry（1998）は ， 同海

域 の BTS に っ い て 亜熱帯高気圧 や ロ ス ビー
波動高圧

部の 存在 を 考慮 に い れた視点か ら， 2 つ の 台風の 相互

作用 に つ い て 3種の BTS の 出現形態 を示 し，それ ぞ

れ に つ い て ， 2 つ の 台風の接近距離 と回転速度 の 関係

を示 して い る．

　本研究 で は ，長年蓄積 さ れ た 台風位置 に 関す る 観測

データ を用い て，過去の 研究例 に 比 べ て 多 くの現実大

気中の BTS 例 を解析す る こ と に よ っ て ，北太 平洋西

部海域の BTS に 関す る観 測面 か ら の経路に 関す る知

見を増や し， 台風間相互作用 の し くみ の 理解を 深 め ，

BTS を構成 す るそれぞれ の台風の 進行経路 に関す る

予報精度の向上 に つ な げ る こ と を目的と し て い る．

　 2 ．資料 と解析方法

　使用 す る データ は気象庁報 告 の 「気象要覧」 （1952−

1996）に よ る台風 （最大風速 17．2ms −1
以 上 の 熱帯低気

圧）の位置資料お よ び そ れ を原典 と す る台風位置デ
ー

タ集であ る （Ishijima　 and 　Balotro
，
1994 ；Ishijima

and 　Servando
，
1998）．それ らに は す べ て の 台風 に 共通

して， 6時間毎の 中心位置 ， 最低中心気圧 データが集

録 さ れ て お り，また 1978年以降の一部の台風 に つ い て

は サ イ ズデータ （風速25ms −
】
の 暴風 半径）が含ま れ て

い る ．

　Brand （1970），
　 Dong 　 and 　 Neumann （1983）な ど

の 研 究 に よると，BTS は お お よ そ 13−14度 の 緯度長 の

距離に 2 つ の 台風 が 接近 した と き相互 に影響 し合 うこ

とが報告され て い る．最近の 研究 （Carr　III　and 　Elsber−

ry ，　1998＞で は，出現形態 に よ っ て は相互 に影響 しあう

た めの 2 つ の台風の最大接近距 離は10−30度の 緯度長

に 変 わ りうる こ とが報告され て い る．しか し，現状で

は 2 つ の 台風の 相互影響開始 の 接近距離に つ い て は定

説 は な い ．

　本稿で は，こ の ような状況 を踏 ま え て便宜的に ， 2

つ の 台風 が相互 に 影響 し合 え る接近距離の 閾値を 13度

緯度長 と し，そ の闕値内に 2 つ の台風 が 48時間以上持

続 し て存続 して い る こ と を BTS の 定義 の 条件 と し

た，こ の条件 に該当す る BTS を各 年度 ご と に，気象

庁に お い て 発生順 に通 し番号 で 整 理 さ れ た 台風 の 位置

データ集の 中か ら拾 い 上 げた，そ の 際 ， BTS の構成分

子 で ある 2 つ の 台風 の 生存期間 （熱帯低気圧 か ら温帯

低気圧 に な っ た 場合 も含めて）内で の強度変化を容認

し た上 で ，上述 の定義条件を満た し た期間があ る場合

は す べ て BTS と した ．

　大陸や島嶼 の配置や
一
般 に 知 られる北西太平洋海域

の 気象総観場 な ど の か か わ り を念頭 に い れ て ，解析対

象域 を東西に 3 つ の ブ ロ ッ ク に 分 け，ま た BTS 開始

時の 2 つ の 台風 の相対位置を 3 つ の 方向範 囲 （以後

初期相対位置 と呼 ぶ ）に 区分 して解析す る． 3 つ の ブ

ロ ッ ク は，

　  ブ ロ ッ ク A ：琉球弧
一
フ ィ リピ ン諸島，南 ・東 シ

　　 ナ海 を含 む ア ジア 大陸沿 岸 の 区域 （東の境界 を

　　 130’E に 設定），

　  ブ ロ ッ ク B ：ブ ロ ッ ク A の 東 の 境界 か ら 東 方

　　 143nE付近 ま で の 日本（本州，九州，四 国）の南方

　　 沖の海域，

　  ブ ロ ッ ク C ：143°E −180°E の 北 太 平 洋中部海 洋

　　 域，

で あ る．ま た， 3 つ の 初期相対位置は 2 つ の台風 の 中

間点を原 点 とし て得 られ る次の 3 つ の 方向範 囲 で あ

る．

  E−W 方向 ：E −W 軸の 北 ・南 に 30度傾斜す る 2 つ

　　 の 方向軸 に 挟 まれ る範 囲，

  NNE −SSW 方向 ：E −W 軸 の 北 に 30度傾斜 し た

　　方向軸 と N −S 軸と で挟 まれ た 範囲，

  NNW −SSE 方向 ：N −S 軸 と E −W 軸の 南 に 3 度

　　傾斜 した方向軸 と で挟 まれ る 範囲．

　また，経路 の 特徴 を 把握 す る た め に ， Haurwitz

（1951）に よ る 方法 で 2 つ の台風の 中心 を結 ぶ 直線上 の

中間点 （セ ン トロ イ ド） の まわ りの相対回転運動 の 軌

跡 を示す図 （以 後 ，
セ ン トロ イ ド相対経路 と呼ぶ こ と

に す る）を描画 す る．描画 に あた っ て は，経路の パ タ
ー

ン 分類 を主な狙 い と し て い る の で ， 2 つ の 台風の強度

差が 相対回転 に 与 える 影響 は考え な い ．セ ン トロ イ ド

相対経路上 で の 相 互 回転 の 方 向 と接近 （ま た は離反）

の 特徴の み に 基 づ い て ， BTS を次 の 5 つ の 経路 モ ー

ド，

　CA モ ード ：BTS 期間を通 して 2 つ の 台風が持続

　　　的 に 低気圧性回転 で 接近 す る ケ ー
ス （後半 に低

　　　気圧性回転の ま ま離反す る場合 もふ くめ る），

4 “
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CAD モ
ード ： BTS 期間の 前半 に 低気圧性回転 ・接

　　　近 し ， 後半 に 高気圧性回転 ・離反す る ケ ース ，

　aC モ
ード ；BTS 期間を通 して ，高気圧性回転が 主

　　　で ある ケ ース （初 期 か ら
一

途に離反 す る場合は

　　　除 く），

　ST モ
ード ：BTS 期 間を通 して 相互回転や接近 ・離

　　　反な どの相対運動が殆ど認め られな い ケ
ー

ス ，

　CM モ
ード ： 相互回転の符合や接近 ・離反が 複雑に

　　　入 り混 じるケ
ー

ス ，

　に 分類す る．ま た ， BTS の 経路や構造 の 2 つ の台風

の強度や サ イズ へ の 依存性 を調 べ る，そ の た め に ，強

度 を表す最大風速 と して ， 次式 の 右辺 に 比例す る Vmx

を用 い る

Vm
。

・・za ，X （1）

　（1）式 で ， Pcは台風 の 中心気圧 ，
　Pe4は台風の 影響の な

い 場 の 気圧 で 1020hPa と す る．こ こ で ，　 x ＝s，　 w とす

る，s と w は そ れ ぞれ 2 つ の 台風 の 中の強 い 方 と弱い

方 を指示 す る 識別子 で あ る，BTS の 強 い 台風 に 対す る

弱 い 台風の強度の 比 と して 強度比，IR （＝ Vmw／Vms）

を定義す る．

　サイ ズ を示す量 と して 暴風半径 の 大 き さ Rx （台風位

置資料 に お ける25ms
− 1

以上の風速域の 半径）を用 い

る．こ こ で ，x ＝ b，　n と し ，
　b と n は それ ぞ れ サ イ ズ の

大き い 方 と小 さ い 方 を示す識別子 と す る．また，大 き

い 台風 に 対す る 小 さ い 台風の サ イ ズ 比 と し て SR （二

R。／R 、）を定義す る，SR の 値 は先述の 台風位置資料の

中で暴風半径 の データ 報 告 が あ る最近 の 11個 の BTS

の み に つ い て求め る，

　以 上 の解析手法 に よっ て ，ブ ロ ッ ク別，初期相対位

置別 に BTS の 各経路モ ードの 出現状況 を解析 し，そ

の 特徴的構造を 2 つ の 台風 の 接近距離や強度 ・サ イズ

の 不等性 の 視点 か ら定性的に考察す る．

値 として 13緯度長を採用 し た が ， それ よ り長 （短 か ）

く と る と BTS の 数 は急増 （急減）す る傾向が あ っ た．

こ の閾値を長 くと る と，実際に は相互作用 しあ っ て い

な い 台風を BTS として 拾 い あげる場 合が あ り ， ま た

短 くと る とお 互 い に か な り離れ て い る が ，間接 的 に は

相 互作用 し あっ て い る場合 （Carr　III　 and 　Elsberry，

1998）を見落 とす こ と に な る．

　 BTS は 5 月か ら11月に か け て 出現 して い る （第 1 図

b）．7 月 の BTS の 出現率が高 い の を除け ば，解析期間

の 45年 間 の 月別 BTS の 出現総数は 個 々 の 台風発生総

数 に 応 じ て増減 して い る．BTS の 定義条件 に 該当す る

91組の BTS の なか に は，　 BTS 開始時す で に低気圧性

また は高気圧性回転で
一

途 に離反 して い くケ ース が 8

個あ っ た．それ らの ケース は経路 モ ードの解析分類対

象 か ら除外 し た ．

　 83個の BTS に つ い て モ
ード別 ，ブ ロ ッ ク 別 お よ び

初期相対位置別に 得 ら れ た経路モ ードの 出現頻度結果

は第 1表の とお りで あ る．BTS 期間 中，一貫 し て低気

圧性回転 ・接近す る CA モードが 35％あ り，前半 は低
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　 3 ．結果

　3．1BTS の 出現性

　 2節で 述 べ た 定義条件 に 該 当す る BTS の 頻度 は，

解析期間45年間 （1952−1996）に全体 で 91組あ っ た ．経

年的に み る と ，
1966年 の 出現数 が 最 も多 く 7組出現 し

て い るが，一方 2 年も ひ き つ づ い て BTS が出現 しな

い 年も あ り，平 均 で は約 2 組／年の 割合で 出現 し て い る

（第 1図 a）．BTS 開始時の 2 つ の 台風の接近距離の 閾
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第 1図　解析対象期間 （1952−1996）に お け る台風

　　　 の 年間発生 数 と BTS の 出現 数の 経年変

　　　 化，a ）解析対象期間 の 年間 の BTS の

　　　 出現 数 と台 風 の 発 生数 　b）解析対象期

　　　 間の 台風 の 発生 数 と BTS の 出 現 数 の 季

　　　 節変化．

0」
嘱19019ヨ欄

50

　
45

　
40

「
．

35

塒旧マ
＼

縦
剛
ヨ
 ト
oコ

　

0　　
5
　
　　
0

レー
丶−
，

5
　
　　
0

O

月
12鯛

2006年 6 月
5

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

470 北太 平洋 西部 海 域 に お け るバ イ ナ リー台風 の 出現性 と経路モ ードの 特徴 に つ い て

第 1表 ブ ロ ッ ク別，初期相対位置別，経路 モ ード別 の BTS の 出現数

ブ ロ ッ ク A プロ ツ ク B プ ロ ツ ク C 合 計 ブ ロ ッ ク

初期相対位置 初 期 相対位置 初期相対位置 初期相対位置

経路

モ ード
E−WNNE−SSWE

−WNNE−SSWNNW−SSEE
−WNNE−SSWE

−WNNE−SSWNNW−SSE 合計

CA64 8315 2199 129

CAD43 7774 61516 738

aC2o 00 60 020 68

ST1o 1100 021 03

CM 1   〔｝ 0 00 414 05

合計 14716111491239301483

気圧性回転・接近で あっ た が，後半に は高気圧性 回転 ・

離反 に 転ずる CAD モ ードが 46％ あ っ た．高気圧 性回

転 を主 と し た aC モ
ー

ドは10％あ っ た．　 CA モ ー ド と

CAD モ
ー

ド は す べ て の ブ ロ ッ ク で 出現 し て い る が ，

aC モ ー ドの 殆 ど は ブ ロ ッ ク B で出現 して い る．

　経路 モ ードの 違 い を問わ ず に BTS 全体 の 地 理 的出

現傾向をみ ると，BTS の 出現は ブ ロ ッ ク B で 最 も多

く全 体の ほ ぼ 半分が 出現 し て お り，143
°
E 以 西 の ブ

ロ ッ ク A と B の 領域で は全体の 75％ に 達 して い る．

3 つ の ブ ロ ッ クの 全体平均で BTS の初期相対位置別

の 出現頻度 をみ る と ， E −W 初期相対位置が最 も多 く，

次い で NNE −SSW 初期相対位置が多 く，両初期相対

位置 で 83％ に な る．NNW −SSE を初期相対位置 と す る

BTS は僅少 で，また，そ の 出現 も ブ ロ ッ ク B に 限 られ

た．

　BTS を構成す る 2 つ の台風は，そ の 生涯 で 1つ の ブ

ロ ッ ク か ら他へ 移動 し，ブ ロ ッ ク 間に また が る場 合 が

一
般的 で あ る．こ こ で は，BTS の 2 つ の 台風 の初期相

対位置 に 基 づ い て ，ブ ロ ッ ク別，初期相対 位置 別 に
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第 2図　ブ ロ ッ ク別平 均 の 初期相対位置 （2 つ の

　　 　 台風中心 0 と● を結 ぶ線 で 表 示 ）．一 は

　　　 E −W 方 向 の 初 期 相 対 位 置，一・…一
は

　　　 NNE −SSW 方向 の 初期 相 対 位 置，一一…

　　　 は NNW −SSE 方向の 初期相対位置．

　　　　　　　　　　　 BTS 出現 の 緯度に つ い て

　　　　　　　　　　　 比較す ると第 2図 の ように

　　　　　　　　　　　　な っ た ．ブ ロ ッ ク 別 に BTS

　　　　　　　　　　　　出現状態 を両台風の 中心を

　　　　　　　　　　　 結ぶ線分 の 中間点 の 平均緯

　　　　　　　　　　　 度 で 示す と，E−W 初期相対

　　　　　　　　　　　 位置か ら始 ま る BTS の 場

　　　　　　　　　　　 合は ， 解析対象域の 西方か

　　　　　　　　　　　　ら東方のブ ロ ッ ク に行 くに

　　　　　　　　　　　　したが っ て やや高 くなる傾

　　　　　　　　　　　 向が あ り，西方 の ブ ロ ッ ク

　　　　　　　　　　　 で 約 17“N ，東 方 で 約1geN

　　　　　　　　　　　 に あ っ た．NNE −SSW 初期

相対位置 か ら 始 ま る場 合 は ， ブ ロ ッ ク B で や や 高 く

（約23
°
N ）な る傾向が あ り，ブ ロ ッ ク A お よ び C で の

平均緯度は約 21eNで あ っ た．また ，　NNW −SSE 初期相

対位置か ら始 まる場合 はブ ロ ッ ク B の み に 限ら れ て

い るが，そ こ で は約21°N で あ っ た．本論解析対象全域

に つ い て BTS 出現 の 平均緯 度 を み る と約20eNで

あ っ た ．

　 3，2BTS の 2 つ の 台風 の 経路 の 特徴

　 3，2．1．CA モ
ー

ドと CAD モ ード

　第 1 表 に 示 した 29例 の CA モ
ードの 中に は

， 併合 し

た BTS （併合 CA モ ード）が全体で 13組あっ た ．残 り

の CA モ ード の BTS に は， 2 つ の 台風が近距離 ま で

接近 したが併合す る こ とな く ， 低気圧性回転の まま離

反 した もの （非併合 CA モ ード） で あ っ た ．こ こで ，

併合 の 有無は， BTS の 2 つ の 台風中心位置 に 関す る時

系列データ に お い て ，あ る時点 か ら片方の 台風 の み の

データが報告 され ， 他方に つ い ては中断され て い る こ

と を確認 す る こ と に より判断 した ．ま た ，デー
タ報告

の 中断の時点を併合の 発生時点，その時点の両台風中

心間 の 距離を併合接近距離 （以後 MSD と 呼 ぶ ） と し

た，併合 し た CA モ
ー

ドの 平均 の MSD を 示す と3．8度

緯度長 （422km ） で あ っ た ，

　 CA モ
ードに っ い て 経路 お よび セ ン トロ イ ド相対経

路 の例 を第 3 図に示す．第 3図 a ，b，　 c お よび d は そ

れ ぞ れ BTS701415 ，　 BTS641416 ，　 BTS940506 ，

BTS670910 の ケ ー
ス で あ る．本 稿 で は，例 え ば

BTS940506 は 1994年 発 生 の 5 号 台 風 （図 中 で は

T9405，本文で は T5 ）と 6 号台風 （図中で は T9406，

本文 で は T6 ）を構成台風 と す る BTS の こ と で あ る．

　BTS701415 は1970年 9月 3 日 15時（JST），ブ ロ ッ ク

B の海域 で E−W の 初期相対位置 か ら開始 した ． 2 つ

6 “

天 気
” 53．6．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

北太 平 洋 西 部 海域 に お け る バ イ ナ リー台風 の 出現性 と経路モ ードの 特徴 に つ い て

の 台風 T14 と Tl5 は相互 に低気圧性回転 で接近 し ， 久

米島 と 宮古島間で併合 した ．そ の 後 1 つ の 台風 （T15）

と な っ て 西進 し，中 国福州 に 上 陸 した．開始時 に本

BTS の 西側 に 位置 し た T15 は，フ ィ リピ ン の ル ゾン 島

の 北東沖で 開始か ら 9 月 5 日09時 （JST）まで ゆ っ く り

北東進 し沖縄本島 の 南東沖に 達 した ．一方，開始 時 に

BTS の 東 に位 置 し て い た T14 は ， 開始後 し ば ら く

T15 に 比 べ て 速 い 速度で 北上 し，そ の 後北西進に転じ ，

9 月 5 日09時 （JST）頃に は，沖縄本 島の東方沖 の 大東

島付近 に 達 した，した が っ て ， E −W の 初期相対位置か

ら始まっ て 同 BTS の 2 つ の 台風 は 90度の相対 回転を

経 て ，Tl4 は北に ，　 T15 は南に位置す るよう に な っ た ．

471

　そ の 後，2 つ の 台風 と も西向き成分が強 くな っ た が ，

Tl5は北西 進 の ス ピード を増 し，　 T14 と ほ ぼ 同緯度帯

に 達 し た．
一

方，こ れ まで の 北 へ の 移動で高緯度 に 位

置す る よ うに な っ た T14 は 方向を南西 に 変え，ゆ っ く

り南 下 し，さ ら に 沖縄県 の 宮古島 ・石垣 島付近 で 反時

計周 りに メ ソ ス ケ
ー

ル の U タ ーン を示 し北上 し た ．そ

の 結果， 2 つ の 台風は接近 を速 め，台風間の距離は最

短 に な っ た ．2 つ の 台風 間 の 距離が 約1．7緯度長 まで 接

近 した 9月 6 日09時 （JST）後に は，　 T14 の データ は な

く T15 の データ の み に な っ て い る の で ，そ の 時 点 で

T ユ4は T15に併 合 し た （第 3 図 a の 矢印） と判断で き

る，
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第 3図　CA モ ード の BTS の 経路 とセ ン トロ イ ド相対経路 〔挿入 図）の 例，○ と● は台風 の 中心位置，経路開始

　　　 点近 くの T で は じ ま る 記号 は 台風認識記号 （例 ：T7014は1970年発生 の 台風 14号〉，　 a ）併合 CA モ ード

　　　 の BTS701415 の 場合 ：BTS の 開始時 （1970年 9月 3 日15時 JST） よ り併合数 日後迄 の 6 時間毎の デー

　　　 タ に よ る台風 経路．セ ン トロ イ ド相 対 経 路 は併合時迄，経路沿 い の 数字 は 03時 JST の 日付．太 い 矢印（⇒ ）

　　　 は 併合時点 　b） 併合 CA モ ードの BTS641416の 場合 ：BTS の 開始時 （1964年 8 月15日03時 JST ）以

　　　 外 は a と同 じ．c ）非併合 CA モ ードの BTS940506 の 場合 lBTS の 開姶時 （1994年 7月 9 日  9時 JST）

　　　　よ り終了 時 まで 6時 間 毎の デ
ータ に よ る台 風 経 略 経路沿 い の 数字 は03時 JST の 日付，　 d） 非 併合 CA

　　　 モ
ードの BTS670910の 場合 ：BTS の 開始時 （1967年 7月 21日03時 JST）以外は c と同 じ，
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　 BTS641416 も ブ ロ ッ ク B に お い て 出現 し た併 合

CA モ ードの 典型的な例で あ る，先述 の BTS701415 と

ち が っ て，同 BTS は T14 が ほ ぼ30
囗
N の NNE 側，

T16が 21°N 〜22°N の SSW 側の NNE −SSW 初期相対

位置 で ，1964年 8 月15日03時 （JST）に開始 し た ，　 BTS

期間前半に は，T14 は は じめ ゆ っ くり西 南西 方向 に進

ん だ が，そ の後南向き 成分を強 め ， さ ら に 反時計廻 り

に東向 き に 転 じた．そ の 間，T16 は は じめ東南東進

し，そ の 後 ゆ っ く り北上 し つ つ 西向き成分 を強 め て北

西進 し，T14 とお なじ く反時計廻 りに 進行方 向を南西

に 変 えた．そ の 結果，T16が BTS の NNE 側 に
，
　 T14

が SSW 側 に入 れ代わ っ た．こ の 180度 の相対低気圧性

回転を 2 つ の 台風 は 約 3 日半か け て 経過 し，ゆ る や か

に 接近 した ．BTS 期間後半 に は，
　T14は東向きか ら北

向き に転 じ北上 した．一
方，T16 は 西 進しなが ら南向

き成分 を強め ， さ ら に 反時計廻 り に南東進 に 変 わ っ

た ．

　 そ の結果，同 BTS の構成は 8 月20日09時 （JST）頃

に は，沖縄本島の北東海域で，T14 がほぼ北東 に ，　 Tl6

が ほ ぼ南西 に 位置 す る よ うに な り，3，2緯度長 に接近 し

た．丁度そ の時点で T16 の デ
ー

タ報告は 中断さ れ，　T14

の デー
タの み報告 さ れ て い る こ とか ら， 同 BTS の 2

つ の 台風は こ の時点で併 合した （第 3 図 b の 矢印） と

判断で きた．T14 は併合後，北上 して九州西岸 に 上陸

した ．同 BTS の 特徴 は ，　 BTS 期間の 前 ・後半を通し

て 5〜 6 日の長期間を ゆ るや か に影響 し あ っ た こ とで

あ っ た．

　 BTS940506 は ブ ロ ッ ク A の 海域 で ， 片方 の T6 が ル

ゾ ン 島西方沖 の南 シ ナ海，他方の T5 が同島の東方海

域 で ， 1994年 7 月 9 日09時 （JST）に 開始 し た （第 3図

c ）．E −W の 初期相対位置か ら 2 つ の 台風 が低気圧性回

転 で 接 近 し あ う と い う 点 に お い て は 先 述 の

BTS701415 と同じ で あ っ た．しか し，
　 Chang （1982），

Bender　et 　al ．（1987）な ど の数値 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の

結果 で 知 られ て い る よ う に
， 初期に BTS の 東側 に位

置 し た T5 が 台湾島に接近し た 頃 に ，台湾島の地形 に

よ る力学的影響で 大き く北側 に ず れ た た め ，2 つ の 台

風 は十 分接近 し合 うこ とが で きな か っ た と考 え ら れ

る，ま た，中国大陸 へ 先行上 陸 し た 大型 で 強か っ た T5
が，水蒸気の補給 の 減少 と地表摩擦の増加の 影響 で 勢

力を落 と した頃 に ， 南シ ナ海か ら 中国大陸南東部に む

け て北上 し接近 した小型 で 弱か っ た T6 も T5 と同様

に 地勢や摩擦 の 影響で 勢力を落 と した と考 え られ る，

2 つ の 台風 は ほ ぼ 同時 に消滅 した こ と か ら，両台風間

8

に は併合 は な か っ た と判断 で き る．

　 ま た ， BTS670910 は ブ ロ ッ ク C で ，1967年 7 月20日
21時 （JST）E −W の 初期相対位置か ら開始 した （第 3

図 d）．同 BTS の初期 に 東側 に あっ た T10 は トロ コ イ

ド経路 （Holland　and 　Lander，1993；上野，2000） を

と っ て ，海洋上 の長 い 距離 を ゆ る や か な弧を繰 り返 し

描 い て ， 北太平洋中央部か ら西部海域へ 北西 進 し た．
一

方 初期に西側 に あ っ た T9 は ， 北西進を続 けて い た

T10 を西 へ や り過 ごした あ と ゆっ くり と北上 し た．
T10 は BTS 開始直後 の トロ コ イ ド経路 上 の 南 へ 尖 っ

た ク リス プ点付近 で T9 と1．5緯度長まで 接近 し た が ，

2 つ の 台風は併合す る こ と な く，相 互 に 低気圧性回転

を持続 した ま ま離反 し て い っ た．

　 っ ぎ に ，CAD モ
ー

ド の BTS の 運 動 の 特 徴 を

BTS851213 と BTS662223 の 例 （第 4 図）で み る．

BTS851213 は NNE −SSW 初期相対位置 で 1985年 8 月

27日03時 （JST）か ら，一
方 BTS662223 は E −W 初期

相対位 置 で 1966年 9月13日09時 （JST）か ら開始 した ．
BTS851213 で は，片方 の T12 は小笠原諸島付近海域 か

ら，他方 の T13 は南西諸島 の 南東方海域か ら開始した

（第 4 図 a ）．T12 の西進 と T13 の 北上 に よ り 2 つ の 台

風 は，前半あ た か も CA モ ードの 経路を と る か の よ う

に，相互 に 低気圧性回転を 維持 し つ っ 接近し ， 南九州

近 くの 海域で 4．8緯度長 （533km ）まで 接近 した．西進

して 九州長崎県南西沖 の 東 シ ナ海に達し た T12 は，地

上天気図 （省略） に よ る と ， 中国大陸北 方 の高気圧の

張 り出 しに阻 まれ て 停滞 した よ うに 思 わ れ る．T13 は，

T12 の 停滞 の間 ， そ の北東方の 房総沖 に 小笠原付近か

ら北上 しつ っ あっ た TI4 と BTS を 形成 し うる接近距

離 に あ っ た か ら， T12 ，
　 T13，　 T14 の 間に は何ら か の 三

角関係の 相互作用 が あ っ た と考え られ る，T13 は 九州

西岸 に そ っ て足早 に 北上 して い る が ， そ の 頃が 2 つ の

台風の経路が 低気圧性回転 ・接近か ら高気 圧 性回転 ・

離反 へ 変 わ っ た 時点 （第 4 図 a の矢印）で あ っ た．そ

の後 T13 はさら に 日本海を北上 し，それ に 追 随す る

か の よ う に停滞 し て い た T12 は北東進 に 転 じ，日本海

側沿岸 を北上 して い る．ちなみ に，同 BTS の 片方の 台

風で あ っ た T13 は，九州西岸 を足早 に 北上 した と き有

明海 で 漁船転覆な どの 大惨事 を惹 き起こ した ．

　BTS662223 で は，　 BTS 前半 の 低 気圧性回転 ・接近

の 時間が BTS851213 と比較 して 短 く， セ ン トロ イ ド相

対経路は 低気圧性 の ス パ イ ラ ル 回転に 至 らな い ま ま高

気圧性回転 に転 じ遠 ざか っ た （第 4 図 b の 矢印）BTS

例で あ っ た．CAD モ
ー

ドは全体 で 38例 （第 1表）あ り，
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　第 4 図 CAD モ
ードの BTS の 経 路 と セ ン ト ロ

　　　　 イ ド相対経路 （挿入図） の 例．○ と● は

　　　　 台風 の 中心位 置 a ）BTS851213の 場

　　　　 合 ：BTS の 開始時 （1985年 8 月28日〔｝3時

　　　　 JST） よ り終了時 まで の 6時間毎 の デ
ー

　　　　 タ に よ る台風 経路．経路沿 い の 数 字 は03

　　　　 時 JST の 日付 矢印 （ゆ ）は低気圧性回

　　　　 転
・
接近 か ら高気圧 性 回転 ・離反 へ の 移

　　　　 行 時点．b ）BTs662223の 場 合 ：BTS

　　　　 の 開始時 （1966年 9 月13日09時 JST）以

　　　　 外 は a と同 じ．

高気圧性回転 ・離反 に 変わ っ た 時点の 平均接近距離 は

8 ．6緯度長 （955km ）で あ っ た，

　 3，2．2．aC お よびそ の 他 の モ
ード

　BTS 期間を通 し て，高気圧性の 相互 回転が 卓越し た

aC モ
ード は 8例 （第 1表）あ っ た．　 BTS710406 の み が

ブ ロ ッ ク A で 出現 し て お り，残 り は す べ て プ u ッ ク B

で 出現 して い る．初期相対位置で み る と，E −W 初期相

対位置の例は BTS710406 と BTS962021 だけ で ，残 り

は NNW −SSE 初期相対位置 の 出現 で あ る．こ れ らの

aC モ
ードの例を個別 に み る と，  BTS580506 の 例 ：

2 つ の 台風 が ほ ぼ平行 し て 北西進し，そ の 後北東進す
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　第 5 図 aC モ ードの BTS580506 の 経路 とセ ン ト

　　　　 ロ イ ド相対 経路 （挿入 図）の 例．BTS の

　　　　 開始時 （1958年 6 月10日  3時 JST）よ り

　　　　 終了時 まで の 6時間毎 の データ に よ る台

　　　　 風経路、経路沿 い の 数字 は03時 JST の 日

　　　　 付 太 い 矢 印 （⇒ ） は併合時点．細 い 矢

　　　　 印 （→ ） は 温帯低気圧化 した 時点，

る ケ ース （第 5 図），   BTS911314 の 例 ：両台風 と も終

始平行 して北東進す るケ
ー

ス （図略），  BTS600506 や

BTS741011 の 例 ：
一

貫 して 初 期相対 位置 で NNW 側

の 台風が北北西進 し，SSE 側 の 台風 が 西北西進す る

ケ ース （図 略），  BTS622426 ，
　 BTS662426 ，

BTS710406 ，　 BTS96202 ユの例 に み る よ うに ，　 NNW 側

（ま た は W 側）の 台風 が一
貫 して 北東進 し ， SSE 側 （ま

た は E 側）台風 は
一時北西進 し た後，北東進 に 転ず る

ケー
ス （図略）が ある，

　上記   の BTS580506 に つ い て 詳述す る と，同 BTS

は ブ ロ ッ ク B で 早 い 季節 6月 に 出現 し た ．6 月初旬の

地上天気図 （図略）が 示す よ う に ， 同 BTS は沖縄地 方

で梅雨期の中休み が過 ぎた頃 に，本邦南東方の亜熱帯

高気圧 （SH ）の 南西縁海域で 6 月10日 の 03時 （JST）

頃 出現 した．フ ィ リピ ン諸島の はるか 東方沖 で初期 に

SSE 側 に あ っ た T5 と NNW 側 に あ っ た T6 が 同

BTS を形成 した．前半 ， 同 BTS の 2 つ の 台風 は 北西

方向に 平行 して 進んだが ，その 後11〜12日に は 2 つ の

台風 と も相並 んだ まま北 〜北東方向に向き を変 えた．

SH の よ り西 の 縁を移動 す る T6 の ス ピード が SH の

内側を移動す る T5 よ り速か っ た の で ，
セ ン ト ロ イ ド

相対経路 は高気圧性回転 ・接近 を示 した．その 後 ， T6

は 12日 9 時に は 四国南方沖 で 温帯低気圧化 した が，な

お北上 して きた T5 と低気圧性回転・接近 し，13日 9時

2006年 6 月
9
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に は 併合 し （第 5 図 の T5 経路上 の 太 い 矢印），そ の後

は 双 方と も温 帯低気圧 と な っ て北東進 した．本 BTS

は 終 末時 に は CA モ ード も ど き の 振 る 舞 い を した ユ

ニ ー
ク な aC モ

ー
ド例 で あ っ た．

　BTS952021 は 2 つ の 台風 の 相互 回転角 と接近 距離

の 時間変化 が 非常 に 小 さ い
，

つ ま り相対運動 が 微小 な
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第 6 図 ST モ
ードの BTS952021の 経 路 とセ ン

　　　　トロ イ ド相対 経 路 （挿入 図）の 例．BTS

　　　 の 開始時 （1995年10月 26日03時 JST） よ

　　　　り終了 時 ま で の 6時間毎 の 台風経路．経

　　　 路 沿 い の 数字 は 03時 JST の 日付．

ST モ ードの例で ある （第 6 図）．ST モ ード に共通 した

特徴は， 2 つ の 台風 が ほ ぼ 平行 し た経路を と る こ と で

ある．こ こ では，経路 の 平行性の欠如に よ り生ず る セ

ン トロ イ ド相対経路の 2 つ の 台風 の初 期相対位置 か ら

の ズ レ が BTS 期間平均で 2緯度長以内に とどま っ た

3 例 を ST モ
ード と し て と りあ げ た （第 1 表）．　 ST

モ ードお よ び そ れ に近 い 平行経路 の 例 は ， 日本や朝鮮

半島付近の高緯度帯 で も存在 したが ， 多 くは フ ィ リピ

ン 東方海域の 熱帯収束帯域 内 に み られた．

　 BTS891415 は CM モ ードの例で あ る （第 7 図）．同

BTS は北太平洋中部海域 に あた る ブ ロ ッ ク C で 1989

年 8月 11日 に発生 し，延 々 と約 3000km を北上す る 過

程 で複雑な セ ン トロ イ ド相対経路 を示 し た．同 BTS

の T14 と T15は初期の 短 い 期間は相互 に 高 気圧性回

転で 接近 し た．そ の 後 ，CAD モ ード も ど き に ，14日の

午後まで低気圧性回転 ・接近 を示 し，その 後
一

変し て

高気圧性回転 ・離反 す る傾向を み せ た ．そ の 後 ， 2 つ

の 台風 は北海道東方お よび北東方 の 高緯度海域に達し

て ，突然 に 今度 は CA モ ード も ど き に 低気圧性 回転 ・

接近 し ， 8 月 19日併 合 した． こ の よ うな 回転方向と接
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第 7 図　CM モ
ー

ド の BTS891415 の 経 路 と セ ン

　　　　 トロ イ ド相対経路 （挿入 図 ）の例，BTS

　　　　 の 開始 1 日後 の 時刻 （1989年 8月 12日09
　　　　 時 JST）よ り約 1週間後 まで 6時間毎の

　　　　 台 風 経路．経路沿 い の 数字 は 03時 JST の

　　　　 日付，経路沿 い の 矢 印（⇒ ）か ら矢印（⇒ ）

　　　　 まで は CAD モ
ードで あ っ た 期間．
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第 8図

0　　　　20　　　40　　　60　　　80　　　100
　　 6時間あた りの 回転角 （度）

CA モ ードに つ い て 2 つ の 台風 の 相互 の

同転角 （度／6 時間）と接 近 距 離 （緯度長）

の関係．
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近 ・離反の 変 化 の 繰 り返 し が 混 在 した点 は他 の CM

モ
ー

ド （第 1表）に も共通 した特徴 で あ っ た ．

　3．2．3．回転角 と接近 距離

　低気圧性 回転 ・接近の 相対運動 をした CA モ ードの

デ ータ を 用 い て， 6時間当た りの 回転角 （横軸） と 2

つ の 台風 の 接近距離 （縦軸）の相関に つ い て 解析 し た

結果 を 第 8 図 に示 す ， 2 つ の 台風 の 6時間当た りの 低

気圧性回転角は最大 で ほ ぼ 80度 ， ま た ， 接近距離 は約

2 緯度長以下 に な る場合が ある こ と を示 し て い る．指

数近似曲線 を参 考 に デ
ー

タ の お お む ね の 傾向 を読 む

と， 2 つ の 台風が接近する に したが い 回転角が 急速に

大き くな る の がわ か る，た だ し，データ の 近似 曲線か

らの ズ レ の 傾 向か ら み て ，接近距離が 4 〜 5緯度長を

境界 と し て ， そ れ 以上 に 離 れ た 領域で は接近距離 に 対

す る 回転 角の増 え方は ゆ る や か で あ る．

　 3．3BTS の 強度比 と サ

　　　　イズ比 の 特性

　第 1表 に あげ た す べ て の

BTS に っ い て，6時間毎の　　第 2 表

データ に よ る個々 の 強度比 　　 　　　 度長）等．

IR は0．3〜0．9の 幅 で 大 き　　　　　変わ らな い 場 合，

　　　　　　　　 プ ロ ツ クく変化 して い る．

別 と初期相対位置別の 平均

で み る と，強度比 に は大差

はなか っ た．また ， 29組の

CA モ ー ド と38組 の CAD

モ ードの 平均強度比で み る

と，前者 で 0，62，後 者 で

0．66， 両 モ ード平均 で D．64

で あ り， や や CAD モ ード

の 方が大 き か っ た ，

　 サイズ デ
ー

タの得 られ た

11組の 個 々 の BTS に つ い

て，BTS 期間 に っ い て平均

の 2 つ の 台風 の 平均接近距

離 平均強度比，お よび平

均サ イ ズ比 を第 2 表 に 示

す．た だ し ， 平均 サイズ比

に つ い て は BTS 期間内に

お ける サ イズ データ報告 の

あ っ た時間帯で 平均さ れ た

もの で あ る．1ユ組中 の 7 組

（第 2表 a ）は，BTS 期間開

始 の 時点か ら 2 つ の 台風 の

強弱や大小 の 立場 が 変わ ら な い ケ ース で あ る．その 中

の 2例 の BTS830506 と BTS940506 は ，　BTS 期間 を 通

し て 平均サ イ ズ 比 も平均強度比も小さ い （特定の 片方

の 台風 が 大 き くて 強 く，他方 は小 さ くて 弱 い ）場合で，

2 つ の 台風が か な り近 く （約 5〜 6 緯度長）ま で接近

し た CA モ ードの BTS で あ っ た ．残 り の 5 例 は す べ

て CAD モ ードで ， そ の 中の 3例 は上記 の CA モ ード

と同じ く特定 の 片方 の 台風 が 大 き くて 強い ケ ース で，

残 りの 2例 （BTS920304 と BTS922526 ）は特定 の 片 方

が 小 さ くて 強 い ケ
ー

ス で あ っ た ．資料数が少な い の で

断定的な こ と は い え な い が ， 第 2表 a か ら，平均 サ イ

ズ比 も平均強度比 も比較的大 き い （2つ の台風間で サ

イズ も強度 も大差 が な い ）場合 は ， 相互 に か な り離れ

た 接近距離 （11〜12緯度長）で 離反す る CAD モ ードに

な る傾向があ る よ うに 読め る，

　 2 つ の台風間で ，強弱や大小 の 立場 が前半 と後半で

BTS の 2 つ の 台風間 の 強度比 と サ イ ズ 比，経 路 モ ード，最 短接近距離（緯

　　　　 a ）BTS の 期 間 を通 して 2 つ の 台風間 の 強弱 （大小 ）の 立 場 が

　　　　　　　 b ）BTS の 期間の 前 半 と後 半 で 2 つ の 台風間の 強弱（大

小 ）の 立 場が 変わ る 場合．

BTS 名

BTS 期間

　 平均

強度比

BTS 期間

　 平均

サ イ ズ比

経路

モ ード

　最短

接近距離
備考

（a ）BTS 期間中通 して 2 つ の 台風間 の 強弱 （大小）の 立 場 が 変 わ らな い 場合

BTS830506 （T  5 ：大 ・強） 0．63 0．33CA 6．3 接近 の み

BTS940506 （TO5 ：大 ・強） 0．65 0．38CA 5．3 接近 の み

BTS911920 （T19 ：大 。強） 0．71 0．55CAD10 ．7 △

BTS851314 （Tl3 ：大 ・強） 0．71 0，67CAD10 ．8 ○

BTS931920 （T19 ：大 。強）  ．73 0．70 ¢ AD11 ．O △

BTS920304 （TO3 ：小 ・強） 0．81 0．75CAD12 ．  ○

BTS922526 （T25 ：小 ・強） 0．82 D．64CAD11 ，4 ○

（b ） BTS 期間の 前半 と後 半 で 2 つ の 台 風 間 の 強弱や 大小 の 立 場が変わ る場合

BTS922728

前半 （T27 ：大 ・強）

後半 （T27 ：小 ・強 ）

0．820
．80

0．900
．92CAD11

．3 ○

BTS782324

前半 （T23 ；大 ・強）

後半 （T23 ：大 ・弱）

0．890
．80

0．660
．80CAD

9．8 ○

BTS851213

前半 （T12 ：小 ・強）

後半 （T12 ；小 ・弱）

0．880
．83

0．64
  ，51CAD4

．8 ○

BTS891415

前半 （T14 ：大 ・強）

後半 （T14 ：小 ・弱〉

0．930
．88

0．710
．86CM

8．6 ○

○ は BTS 期 間の 前半 （後半）に お け る接 近 （離 反 ）が 明 瞭，△ は ○の 特性が 軽 微

で あ る ．
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変 わ る場合 （第 2表 b）をみ る と，  BTS922728 で は，

前半 に は T27 が優勢で大 き くて 強 く，後半 に は強 さは

維持 し た が サ イ ズ は 逆転 し T28 が 大 き く な っ た ．ま

た，  BTS782324の場合 に は，前半は強度 もサ イ ズ も

T23 が優勢 で あ っ た が，後半に は 大 き さ は 持続 し た が
，

強度は 逆転し T24 が 強 くな っ た．  BTS851213 の場合

は （第 4図 a ），前半 に は T12が小 さ くて 強か っ た が，

後半 に は サイ ズ は小 さ い まま強 さ が 逆転 し て Tl3 が

強 くな っ た．  BTS891415の 場合 （第 7 図）は，前半

に は Tl4 は 大 き くて 強 か っ た が ， 後半に は T15 が 強度

もサ イズ も逆転 し優勢に な っ た ．同 BTS は い くつ か

の モ ードが 混 ざ りあ っ た 複雑 な構成 の CM モ ードと

して 分類 さ れ て い る が ， 3．2．2で み たよ うに，2ぴN か ら

45°N の 広範囲 の 海域 で は CAD モ ード の 性格 を強 く

もっ て い た （第 7図 の 太 い 矢印間 に 対応 す る期間）．

　 4 ．結果 の 考察

　本節で は，Servando　and 　Ishijima（1998），Servando

（2002），Ritchie　and 　Holland（1993），等 に 基 づ き，

CA モ ードの 併合接近距 離の 大 き さ に つ い て 考察す

る．3，2．1で 述 べ た よ う に ， 13組 の 個 々 の 併合 CA モ ー

ドの解析で 得ら れた MSD は 1．5〜7．0緯度長の 範囲 で

変動 し ， 平均で 3．8緯度長 （422km ）で あ っ た．　 Servan−

do　and 　lshijlma（1998）に お い て ，初期 の 最大風速 協

を30〜5〔〕ms −1
，最大風速 半径 Rm をIOe〜2 O　km で 強

度 ・サイズが 2 つ の モ デ ル渦で等価 の 場合に つ い て，

順 圧 モ デ ル を 用 い て 初期 の 接近距離を変え て行 っ た 数

値 実験 の結果で は ， 併合の 閾値 は約600km で あ り，上

述 の 平均 MSD は それ よ り約 180　km 小 さ か っ た．そ の

理 由は ， 利用 し た 数値 モ デル の 再現精度の限界や モ デ

ル 渦度 の パ ラ メ
ー

タ
ー

設定の 不適切 さ に 起因す る モ デ

ル 台風渦 と現実の 台風間 の 不
一

致が あ る こ と ， ま た ，

本解析で は MSD の算定 に は， 6 時問 と い う台風観測

時系列上 の 位置デ
ー

タ入手 の 時間間隔が 長い こ と が も

た らす台風位置決定精度 の 限界な どが 関与 し て い る と

考え ら れ る．

　Ritchie　and 　Holland（1993）の 理論考察 （RHEX と

略 す ）で は
， 最大風速 Vm

， 最大風速半径 Rm の 異 な っ

た 2 つ の渦が併合す るの に 必要な最短 の 接近距離 と し

て 下記 の 臨界併 合接近距離 Rc，

Rc 一 割 舞無）
舌

（2）

が 与 え られ て い る。こ こで ，s （w ）は強 （弱）い を表

し，   ，Rms （Vmw，　 Rmw） は 強 （弱）い モ デ ル 台風

渦 の 最大風速 ， 最大風速半径 を表す．α c は実験的に得

られ た 定 数であ り， RHEX に よ ればO．286で あ る．こ の

（2）式の Rc は Vm，　Rm で規定され た ラ ン キ ン 渦に，最 も

大 きな変形 が起 き る た め の 渦間 の 接近距離 （そ れ 以 内

に接近 す る と併合 が 起 き る） と し て推測 さ れた もの で

ある．

　 BTS942728 は 人 工 衛星 時代 に な っ て 観 測 された併

合 CA モ ード の 1 つ で あ る．こ の BTS に つ い て ，（2）

式 に よ る Rcが MSD の 推定値 と し て 有効 か どうか の

検証を し て み る．こ こ で，臨 は （1）式 で ，Rm は暴風半

径 デ
ー

タで 代替 す る．暴風 半径 に よ る Rm の代替は （2）

式の検証 に は必ず しも適当で は な い ．しか し，暴風半

径 が Rm と比例す る と仮定すれ ば，最大風速半径の 比

Rmw／Rmsを暴風 半径の 比 で 置 き換 える こ とが可能 で

あ る．（2）式 の 括弧の 外 に あ る Rms に つ い て は 観測 デー

タ が 得 られな い もの の ， 1 つ の 試み として暴風半径で

代替し て み る こ と に す る．

　BTS942728 の観測デー
タ の 前半 で は，　 T27の 中心示

度 は965hPa ，　Rm として 利用す る暴風半径は 210　km で

あ っ た．し か し，後半 で は 中心示度は990hPa ま で 浅 ま

り， 暴風 半径 は150km に萎縮 し た ，一方，　T28は BTS
期 間 を 通 し て 比 較 的弱 く， そ の 中心示度 は1000−990
hPa 程度 に と ど ま っ た ．　 T28 に つ い ては，暴風半径 の

データ は BTS 期間 の 後半だ け に報告 さ れ て お り， そ

れ は 60〜80km で あ っ た ．第 9 図 は1994年 9 月26日 10

第 9図　BTS942728の 併合直前 （1994年 9月26日

　　　 01Z ） の GMS の 可 視 画 像 （Lander ，
　　　 1995），BTS の片方の 台風 は T9427 （米

　　　 国 の 台風 呼 称 ：PAT ），他 方 の 台風 は

　　　 T9428 （米国 の 台風呼称 ：RUTH ）．

12 “

天 気
” 53．6．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

北太 平 洋西部海域 に お け るバ イ ナ リー台風 の 出現性 と経 路 モ ードの 特徴 に つ い て

時 （JST） の 同 BTS の 併合直 前 の 雲 画像 （Lander，

1995）で あり，それ か ら 2 つ の台風の大 まか な強度や

サ イ ズの イ メージ が つ か め る．

　同 BTS 期間の T27 と T28の 後 半平均の デ ータ を用

い て （2）式 か ら Rc を試算し た 結果は 200　km で あ っ た ．

同 BTS に つ い て 観測 データ か ら得 ら れ た MSD は

255km で あ っ た の で ，（2）式 で 得 られた Rc は50〜60

km の 違 い はあ る もの の ，ほ ぼ 近 い 値を与 え て い る．こ

れ は RHEX の （2）式 に お い て Rm を暴風半径に置 き換

え る こ と に より，あ る程度の MSD 推定が で き る可能

性 を示唆 し て い る．

　併合の 時期や接近距離 を 的確に 予測 す る こ と は，台

風を警戒 す る立場か らす る と，警戒体制の 負担を半減

で きるか ，倍増 に 導 くか に つ な が る こ とで あ り，重要

な こ と で ある，だ が ， 現状で は併合接近距離に関し て ，

特 に 実測 データ を 用 い た観測解析上 の 知 見は少な い ．

今後の研究 に期待 した い ．

　 5 ．まとめ

　北 太平洋 西部海域に お け る BTS の 出現状 況 を ブ

ロ ッ ク別 ， 初期相対位置別，経路 モ ード別 に 示 した ．

ま た ，
BTS の 経路 の 形成や構造 の し くみ，お よ び BTS

を構成す る 2 つ の 台風 の 強度 や サ イ ズ に 対 す る依存性

等に つ い て 定性 的 に 検討 し た，

　本論 の解析対象域で は ，
BTS は 5 月 か ら 11月に か け

て 1年 に 約 2 回 の 頻度で 出現 し ， そ の約半数は 日本南

方・フ ィ リピ ン 東方の ブ ロ ッ ク B の 海域で 出現 して い

る．初期相対位置別 の 統計で は ， E −W と NNE −SSW

初期相対位置 に お け る BTS の 出現 が 多 く両初期相対

位置 で 83％あり， ま た，NNW −SSE 初期相対位置の 出

現数は 17％ と 少 な い ．

　観測デ
ー

タ か ら得 られ た平均 の CA モ ードの併合接

近距離は約3．8緯度長 （422km ）で あ っ た．本稿で参考

に した シ ミ ュ レ ーシ ョ ン に よる見 積 も り と は 約180

km の 違 い があ っ た．また，現実の台風併合が あ っ た 1

例に つ い て，RHEX の 理論考察に よ り得ら れ た推定値

と は約50km の 違 い が あ っ た．

　 CAD モ ード の BTS の 出現数 は45％ と最 も 多か っ

た．CAD モ
ードの前半の経路構 造 は CA モ

ードの それ

と類似 して い るが，後半 に低気 圧性回転 ・接近か ら高

気圧性 回転 ・離反に変わ る位置 は 2 つ の 台風の平均接

近距離が 8．6緯度長 （955km ）に な る と こ ろで あ っ た 、

　 2 つ の 台風 の 強度お よ び サ イズ の違い が 大き い 場合

に は，BTS は CA モ
ー

ドの経路を と り，2 つ の 台風 の
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強度 お よ び サ イ ズが 同程度 の 場 合は CAD モ ードの経

路 を と る傾向が 示唆 さ れ た ．

　今後 は，特に BTS 経路形成 の 亜熱帯高気圧場な ど

へ の 依存性，CAD モ ードの 離反が起 こ る時 点 の 接 近

距離 の 予想 ，CA モ
ードの併合接近距離推測 の 精度向

上，BTS 期間の 台風 相互 間 の エ ネ ル ギー授受交換，

等々 に つ い て 詳細 な研究を重ね る必要 が あ ろ う，

　謝　辞
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