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1．は じめ に

　Temita　et　al．（2007）は 、6 月 の 梅雨降水 の 変動に っ い て 、
1990 年頃を境 と した数十年規模 の 変調が あ る こ とをデ

ー

タ解析 よ り示 し て い る 。
1990 年 代、6 月梅 雨降水 は 1980

年 代 の 値 よ り統計的に 有意に 増大 し て お り、関 連 メ カ ニ ズ

ム と して 彼 らは梅雨1黒潮域 で の 上 向き表面熱 フ ラ ッ ク ス

（潜 熱 ＋ 顕熱 ）の 増 加 と こ の 領域で の SST の 上 昇 を指 摘 し

て い る。さ らに こ れ らの 変動 が、季 節躍 層 下 の 海 洋 変 動 と

強 く連動 し生 じて い る こ とを 明 らか に して い る。すなわ ち

冬季 に 顕 著に 現 れ る 北太 平洋 の 10年 規模 振 動 シ グナ ル は 、
夏季 に は ほ とん ど全 て が季節躍層 下 に 潜ん で し ま うが、一

部 が梅雨1黒 潮域 に現れ続け梅雨前線活 動 に こ の よ うな 数

十 年 規 模変調 を も た らす、と指摘 して い る。
　彼 らは 1990年頃 に生 じ た変調 の 1 事例をもとに 上 記 メ

カ ニ ズ ム を提 案 し て い る。彼 らの 提 案 に は さ らな る 事 例 に

よ る検証 と
一

般 化 が必 要 で あ ろ う。多 くの 研 究 は 1976年

頃 に 同 様 の 数 十 年 規 模 変調 が 生 じて い る と報 告 し て い る

が、本 研 究 で はデ
ー

タ （特 に 降水 量 と上層 海 洋 デ
ー

タ〉の

質 を勘案 し、また新たに加えられ る として も 1事例 に 過ぎ

な い こ と よ り、JAMSTEC 　ESC で 走 らせ た 大気 海洋 結合 大

循環モ デ ル （CFES ）の 150 年分 の 出力 を用 い こ の 検証 と

一
般化 を試 み る ．

2．　CFES の 概要 と出力 デ
ー

タ の 　析 方 法

　 本研 究 で 使 用 し た CFES は 長期 ラ ン 用 の 中 解像度版で 、
大気 Tl19L48 （水平約 100  ）、海洋 0．5

’
L54 の 空間解像

を もつ 。本 研 究 で は こ の 標 準 実 験 150 年 分 の 月 平 均 出力 デ
ー

タを用い 解析を行っ て い る。
　解析に 先立 ちまず 15e 年間の リニ ア トレ ン ドを取 り除

く。次 に ENSO の 経 年 変動 成分 を取 り除 き よ り長 い 長 周

期変動 成 分 を抽 出 す るた め、こ の 出 力 に 5年 の ロ
ーパ ス フ

ィ ル ターをか け る 。 さ らに こ の 長 周 期 変動 成分 中 の 卓越す

る時空間変動パ ター
ン を抽出す る た め、こ の 出力に EOF

解析を施す。最後に こ の 卓越変動に 連動す る他パ ラ メ
ータ

の 変 動 特 性 を 明 らか に す る た め に 回 帰 分 析 を行 う。

3．CFES の 6A 梅 雨 降水 の 卓越数 十年 規 　変動

　 図 1 は、CEFS の 出力 150 年分の 6 月 降水率に EOF 解析

を 施 し た そ の 固 有ベ ク トル を 示 す。白等 値線 は 15e 年 の 6

月 降水 率 に フ ィ ル ター処 理 を 施 した、そ の デ
ー

タ よ り求 め

た 標 準 偏 差 分 布 を 示 す 。特 に 第 1EOF モ
ー

ド （寄与率

18．0％ ）が 変動 を よ く説 明 して い る こ とが 分か る。第 2EOF

モ
ード （寄与 率 13．9％ ）は、第 1EOF モ

ードと空 間 位相 が

goc ずれ た 分布 を 示す が、こ の 分布 も梅 雨 前 線 の 気 候 学 的

分布 と平行 し た 分布 を 示 す。6 月 時点で の 梅雨 前線 の 北進

の 早遅 に 対応 して、卓越変動が 2 つ の EOF モ
ー

ドに分か

れ て 出現 し て い る 可能性 が 高い。実際、SLP の 回 帰係数 （図

2： 黒線）を 見て み る と第 1EOF モ ードは 北 進 が 早 い 場 合

に、第 2EOF モ ードは 北 進が 相 対 的に 遅 い 場 合に 対 応 して

い る こ とが 確認 で き る e

　次 に 対応す る表面熱 フ ラ ッ ク ス （潜熱 ＋ 顕熱）偏差場 を

回帰係 数 よ り検証 す る （図 2）。第 IEOF モ
ー

ドに つ い て、
降水 率 が偏 差 的 に小 さな領 域 の や や 北 部域、日本列 島付近

に 広 く下 向き 表面 熱 フ ラ ソ ク ス 偏 差 が 卓越 し て い る こ と

が 分か る。第 2EOF モ ードに つ い て も同様 、33
’
N を中 心

に 関東西 日本域 を 中心 に 広 が る 正 降水 率 偏差 域の 北 部 域、
40
°
N 東 北 北 海 道域 付 近 に上 向 き表 面熱 フ ラ ッ ク ス 偏 差 域

が 広が っ て い る こ とが 確認 で きる。

　 さ ら に 同様の 回 帰分析で SST 偏差 と の 対応 関係 を調
べ た と こ ろ、第 IEOF モ ードに 関連 し下 向 き表 面 熱 フ ラ

ッ クス が卓越 して い た 領域に 負の SST偏差 が 、第 2EOF
モ ードに 関連 し上 向 き表 面 熱 フ ラ ッ ク ス が 卓越 し て い

た 領域に は 正 の SST 偏差が 卓越 して い た こ と を確認す

る （図略）。
　以 上 の 結果 は、デ

ー
タ解析 よ り求め た Tomita　et　al．

（2007）の 結果 と整合す る D こ の 空間構造お よび 空間 の 位

相 関係が もっ 意味 の さ ら な る 説 明 は 学会 に て 行 う。
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