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1．は じめ に

　演者 らは、北陸 山岳域 の 大気環境の評価を 行うこ

と を 目的 として、2003年よ り秋期を 中心 に、富山県

の 立 山 に お い て、03，NOx，　SO2な どの微量気体成分、
エ ア ロ ゾル 粒子個数濃度数や霧水 ・降水の採取 ・化
学分析な ど を行 っ て い る 。

こ れ まで の観測結果か ら、
立 山で 発生 す る霧水 の 酸性化 に は、国内起源 の 汚 染

物質だけで な く、大陸起源物質 も大 き く寄与 し、越

境汚染物質の影響を大 き く受 け る 期間に強 い 酬 生霧
が 発生 す る こ と、酸性霧 の 発生状況 は年度 に よ っ て

大き く異なる こ と、夏期や秋期 に お い て も黄砂粒子

（バ ッ クグラウ ン ド黄砂）の 影響 を受け る こ とが あ
る こ となどが わ か っ て きた。本発 表 で は 、 主 に 2009
年秋期 の 立山西側斜面に お け る霧水 の 化学成分や エ

ア ロ ゾ ル 粒子個数濃度の 特徴 に つ い て報告す る 。

2．方法

　霧 水 ・降水 の採取 は、立 1」r西側斜面の美女平 （977
m ）・弥陀 ヶ 原 （1930m ）・室堂平 （2450m ）な どの

地点 で 主 に 夏期や秋期に行 っ て い る。霧水は、細線

式 パ ッ シ ブサ ン プラ
ー

を用 い て採取 し、通常週 に 1
〜2 回程度回収を行 っ て い る。採取 した霧水 ・降水

試料 に つ い て は pH や主要 イ オ ン 成 分 の 測 定 を 行 っ

て い る。通常の サ ン プ リン グ以外 に 、集 中観測 を行
い 、比較的短時間 （2 時間程度）で の 霧水 ・降水の

採取 も行っ て い る。また、エ ア ロ ゾル 粒子粒径別個

数濃 度 の 測定 を美女平や弥陀ヶ 原 で 行 っ て い る。

3，結果 と考察

　2009 年 9 月 か ら 10 月初旬 の 立 由 に お け る霧水中
の 加 重平均 イオ ン 成分濃度 は、美女平、弥陀 ヶ 原、
室堂平の順で 高か っ た が 、霧水 の 酸性度 は 室堂平 で

高か っ た。た だ し、霧水 の 試料採取量 は、美女平よ

りも室堂平で 十分 に 多 い ため、霧 に よ る酸性物質等
の沈着は標高 の 高い 室堂平で （美女平 と比 べ ）大 き

くな る と考え られ る。霧水 巾の 非海塩起源硫 酸イ オ
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くな る傾向があ り、標 高 の 低 い 地点 で は富山平野な
ど ロ ーカ ル な大気 汚染物質 の 影響が大 きい もの と考

え られ る。室堂平 で は 、 nssSOa2
’
濃度が 占め る割合が

高 く、中長距離輸送 され て くる汚染物質の影響が 比

較的大 き い と考 え られ る 。 また、2009年秋期の 室堂

平 で は 、（他年度よ りも）Na儂 度 の 寄与が 高 く、日

本近海 に 接近 した 台風 の 影響 が 大 き か っ た 可能性 が

考え られ る。海塩成分 で は、Na＋

濃度 と比較 して Mg2＋

濃度が 不足 す るマ グネジウム ロ ス が観測 された。こ

の よ うな マ グネ シ ウ ム ロ ス は、こ れ まで に も室堂平
や富士 山 の 降水で も観測 され た事例が あ り、 台風に

よ り中部対流 圏 に 巻 き上 げられた海塩 粒子が長距離
輸送 さ れ る過程で 潮解性が 高 い MgCl2 が 先 に 除去 さ

れ る こ とが 原因 で は な い か と考え て い る。な お 、美

女平 で は マ グネ シ ウ ム ロ ス は観測さ れ なか っ た、

　Fig、1 に、2009年秋期 の弥陀ヶ原に お ける粒径別

エ ア ロ ゾ ル 粒子個数濃度の 時系列を示す。10月の 中

旬 以降に粗人粒子 （＞ 2μ 1n）個数濃度が 大 き く増 加

して お り、 黄砂粒子の影響に よ るもの と考えられ る。
2009 年 秋期 は 地 上 の 気象官 署 に お い て も し ば し ば

黄砂現象が 観測 さ れ る な ど黄砂粒子の輸送が比較的

活発で あっ た 。た だ し、弥陀 ヶ 原や室堂平 で の 霧水 ・

降水 の 採取は、10 月上旬まで で あっ た た め、霧水試

料 に は黄砂粒子の 影響は小さ か っ た もの と考 え られ

る （美女 平 で 10月下旬に採取 した 降水試料中に は 高

濃度 の CaZ＋が含 まれ 、 黄砂粒子の 影響 を大 き く受 け

て い た ）。な お 、粗大粒子 と共 に 微小粒子個数濃度 も

増加 して お り、黄砂 粒子 と共 に 硫酸 エ ア ロ ゾル など

の 汚染物質も大陸か ら輸送 さ れ て い た と考 え られ る 。

微小粒子 の 増加 量 に は 違 い が み られ、後方流跡線解

析か ら、気塊が （黄海沿岸域な どの）汚染地域 を比

較的高高度で 通過し て い た 場合に は 微量粒子増加量

が 小さ く な る傾向が み られ た。
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Fig．1　Time　series 　of 　size
−separated 　number 　concentratiQns 　of　particles　at　Midagahara ，　Mt ．　Tateyama 　in　2009 ，
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