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1 ．は じめ に

　 中国の北部か らモ ン ゴ ル に かけて の 地域に は タ ク ラ

マ カ ン 砂漠 、ゴ ビ 砂漠とい っ た世 界で も有数 の 砂漠が

位置し て い る．これ らの 砂漠は 亜熱帯高圧帯に で きる

砂漠に比 べ て 高緯度に 位置す る こ とが特徴で ある．あ

らゆる山岳を除去 し た GCM 実験 で は，砂漠に相当す

る地域で も適度な降水が ある こ とが 分か っ て い る

〔Manabe 　and 　Terpstra
，
1974）．それ に対 し て ，申国

の 中央部に は チ ベ ッ ト高原が位置し て お り，こ れ らの

砂漠 形成 と密接 に関係 してい る こ とが示 唆され る．

　また タクラマ カ ン 砂漠 は周 囲を高い 山脈に 囲 まれ て

お り， 雨陰効果が砂漠 の 形成に重要で ある とされ て き

た．しか し ， 前報 （20D2年秋）に よると こ の 効果は 小

さい こ と が 分 か っ た ．つ ま り 雨陰効果 と は別 の 作用 に

よ っ て 中国の 北部で 乾燥気候が 形成され て い る と考え

られ る

2 ．方法

　数値計算に は CSU −RAMS （Pielke　e ’砥 1992｝を用

い た．計算領域は タ ク ラマ カ ン砂漠を中心 と し た，東

西約 6000km の 領域で水平格子 間隔は 150km であ る．

2Goo年 7月 の 全球帯状平均した NcEPINcAR 再解

析データを側面境界値 とし て 固定し ， 30 日 間 の 数 値積

分 を行 っ た （ZM ）．こ の うち後 半の 10 日間を平均 し て

解析に用 い て い る．

3 ．結果

　 図 1 に ZM 実験に よっ て 得 られ た降水量分布 を示

す．全球帯状平均を境界値として 用い たに も関わらず ，

やは り中国 北部 で は 10mm ／月以下の 乾燥地域が形成

され た．図 2 に 500hPa 面に おけ る鉛直流の 分布 を示

す． ヒ マ ラ ヤ 山脈や梅雨前線に 相当する降雨帯で 上 昇

流が顕著で あり，中央アジ アやチ ベ ッ ト高原 の 北側

で一lcm／sec 以下 の 沈降流が卓越し て い た．こ の 沈 降流

の 位置は降水量 の 少な い 領城 と対応し て い る．

図 1 ： ZM 実験で 得られ た降水量分布 （皿 m ／月 ）

4 ．考察

　中国の 北部に 乾燥化を もた らす沈降流に つ い て調べ

るために，数値モ デル 内の 凝結過程，さらに放射過程

を取 り除い た感度実験を行 っ た （それぞれ NoC
，
NoR ）．

図 3 に NoC 実験で 計算 された 500hPa 面に おける鉛

直流の 分布 を示す．NoC で は凝結に よる加熱が 起 こ ら

な い ため に ， 熱帯や 梅雨前線帯の 上昇流は弱 い ．一
方 ，

チベ
ッ ト高原上 で は地表面か らの 顕熱加熱に よ り上昇

流が卓越 し て い た ．ま た乾燥地 域に 対応する領域で は

沈降流が顕 著であ る．しか し NoR で は上昇 ・下降流

ともに非常に 弱 い （図略）．　 NQR に よ り得られ た結果

は ， 夏に大気 の 流れがチベ
ッ ト山塊を越える際に力学

的効果に よ っ て 生 じ る鉛直流は非常に弱い とい う事を

示 し て い る．一方 ，
NoC で は凝結加熱は起 こ らない も

の の ，太陽放射に よ る地表面 の 加熱が存在して い る．

つ ま り，北東 ア ジアにおけ る乾燥気候の 形成には潜熱

加熱だけ で なく顕熱加熱が より重要で あ る と考え ら

れる ．
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図 2 ：ZM で得 られた 500hPa 面における鉛直流 （cm ／sec ）
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図 3 ：N ・C で 得られ た 500hPa 面に お け る 鉛直流 （cm ／sec ）
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