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南ア メリカモ ンス ー
ンの 季節進行にみられる非対称性

＊

原 口慶 子（津地 方気象台）・川 村隆
一・

（富山大 ・理）・松浦知徳（防災科研）

1 ．は じ め に

　南米夏季の 降水 は 従 来の モ ン ス
ー

ン の 特徴で あ る、卓越

風 向の 逆転 が 不 明 瞭 な た め 、そ の 降水 シ ス テ ム を モ ン ス
ー

ン と 捉 え た 研 究 は こ れ ま で 少 な か っ た 。し か し 南米大陸 に

は 雨季、乾季 が 分か れ るサ バ ン ナ が存 在 す る こ とか ら 、 最

近 で は 南 米 の 降水 シ ス テ ム をモ ン ス
ー

ン と捉 える 研究 が

増え て い る 。 本研究 で は南 ア メ リカ モ ン ス
ー

ン の 季節進行

の 非対称性 に 焦点を 当て 、非対称性 の 実態 と そ の 要因 に つ

い て 報告す る 。

2 ，使用デ ータ

　各気象要素 は ECMWF の 再解 析 データ （ERA15 ）か ら

週 平 均値 を 求め 、ま た、NOAA の 週平均 OLR 、　SST デ ー

タ、並び に 緯度 O．5ex 経度 O．59 の 月積算降永 量 データ

（WiUmott 　and 　Matsuura）を併 せ て 用い た。モ ン ス
ー

ン

域 選定 の 指標と して OLR 、月 積算降水量 の 各 地 点 の年較

差 を 用 い た 。

3 ．結果 と考察

　 南 ア メ リ カ モ ン ス
ー

ン は、内陸部 か ら先 に 雨季が 開始 し、

ブ ラ ジ ル北東海岸部 は遅 れ て緩 や か に雨 季 に入 る、とい う

他 の モ ン ス
ー

ン に は み られ な い特 徴 が あ る 。 オ ン セ ッ ト前

に 、内陸 で 地 表 面 加 熱 と そ れ に 伴 う 熱 的低 気 圧 が 生 じ、モ

ン ス ーン 域 北西 の 熱 帯 地 域 か ら 水 蒸 気 が 移流 す る こ と に

よ っ て、対流 不 安 定 とな り対流 活 動 が 活 発 化 す る 。 内陸 部

で オ ン セ ッ トす る と、内陸部 で 上 昇、海岸部 で 下 降す る 南

北循環が 生 じ、また そ れ と あわ せ て 大 西 洋 ITCZ の 補償流

が海岸 部 の 積雲対 流 を抑 制す る。一
方 、北 大 西 洋 で は北 東

貿易風が 強化 して 、沿岸湧昇強化 と 蒸発冷却 に よ り SST

が低下 、南大 西 洋 で は、内陸 の オ ン セ ッ トに 伴 い 形成され

た ウ ォ
ー

カ ー循環 と関係 して 南東貿易風が弱化 し、赤道湧

昇弱化 と蒸発抑制等 に よ っ て SST が 上 昇 す る。こ れ らに

よ り SST 高温域 が 南下す る こ と で 、ITCZ の ブ ラ ジ ル 北 東

海岸 部 付近 へ の 南下 を促 進 し、海 岸 部 の オ ン セ ッ トを非 常

に 緩 や か な もの と した 。

　 ブ ラ ジ ル 北東海岸部 の オ ン セ ッ トに よ り、内陸 の 積雲対

流 と ITCZ が 結合 す る が、雨 季終 了 時 に は こ の
一

体化 した

積 雲 対 流 シ ス テ ム が 、ITCZ の 北 上 に 伴 い 北半球 に 後退。

南米大陸 は ハ ド レー循環 の 下 降域 に 入 り、檳 雲 活 動 が 抑 制

さ れ 乾 季 と な る。

　 以 上 の 様 に 、南 ア メ リカ モ ン ス ー
ン の 開始期 と 後退期 で

は季 節進 行 に 明 らか な 非 対称性 が み ら れ る 。 こ の 非対称性

の 実 態 は、南 米 大陸内陸 域 と 熱帯大 西 洋 上 に お け る積 雲 対

流 の 並 立 と
一

体化 で ある 。開始 期 で は 、内陸 の 積 雲 対 流 と

熱 帯 大 西 洋 の ITCZ が そ れ ぞ れ 独 立 して 影 響 を 及 ぼ し合

い 、一方 後退期 で は 内陸 と 大 西 洋 Eの 積 雲 対 流 が 一体 化 し

て 後退す る 。 非対称性 の 要因の
一

つ と して、モ ン ス
ー

ン 開

始期 と後退期 に お い て 、熱帯大 西 洋 の SST 高温域の 移動

と 拡 大 が 大 き く異 な っ て い る、と い っ た 熱 帯大 西 洋 の 大 気

海洋相 互 作用 の 季 節 的 な 差 異 が 挙 げ られ る。

4 ．おわ りに

　本研究 で は、南 ア メ リカ モ ン ス
ー

ン の 季 節進行 の メ カニ

ズム に 注 目 した が、モ ン ス
ー一

ン 循環 と周辺海域との 詳細な

開係 を述 べ る に は 至 ら な か っ た 。 赤道沿 岸湧昇 や 蒸発冷却

な どの 、よ り詳細 な SST の 変動要 因、関連す る 海 洋 裏層

の 循環 を 今後明 らか に して い く必 要 が あ る 。
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図 1 ： ブ ラ ジ ル 北 東 海岸 部 （2．5
°
S〜7．5

°
S、40

°
W 〜50

”
W ）を

横切 る経 度帯 に 沿 う週 平均 OLR の 時 間 一緯度 断面 図。第 27 週か

ら開始 して い る。 OLR が 240Wtm2 以 下 の 部 分は 陰影。
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図 2 ： ブ ラ ジ ル 北 東 海 岸 部 を 横 切 る 経度 帯 に 沿 う週 平 均混 合 比

（g！kgX 南 北 風 （m ／s）、鉛 葭 流 （Pa ！s ）偏差 の 南北
一
鉛 直 断 面 図。内

陸 部 が オ ン セ ッ トす る 第 48 週で あ る 。混 合 比 の 正（負）偏 差 は 薄 い

（濃 い 〉陰 影 で あ る。
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