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1 ．は じめに

梅雨前線構造 と降水の 統計解析
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　梅雨前線帯 の 降水 シ ス テ ム は、梅 雨 前線 の 力 学構 造

と降水 の 物 理 過 程 が複雑 に 関連 し合 っ て 発 生 して い る．
梅 雨 期 の 降 水 シ ス テ ム の メ カ ニ ズ ム に 関 し て は 、過去

に多く の 事例研究が な され、降水 シ ス テ ム の 特徴 な ど

に 関する事柄 の 多 くは す で に わ か っ て い る．

　 しか し、こ れ らの 事例解析 で は、豪 雨 発 生時 の 特徴
的現象 に着 目 し た解析 が 主 で あ り、梅 雨 前線 に 現 れ る

どの ような構造 の 特徴が、降水 （豪雨 ） と関連して い

るか は、統計的 に 十分 に 説 明 され て い る と は 言 え な い ．
そ こ で 本 研 究 で は 、梅 雨 前 線 の 南 北鉛直構造 を過 去 の

梅雨期 の データ か ら抽出 し、前線構造の 変動 と周 辺 の

最大 降水量 との 関係を調査 し た．

2 ．使用デー
タお よび解析手法

　梅雨前線の 構造を抽出するた め の デ
ー

タとして 、気

象 庁 の MSM データ の 初期値 を用 い た．抽出対象期間

は 、2006 年 か ら 2012 年の 5A1 日か ら 7 月 31 日まで

で 、3 時間 ご との デ
ー

タ を使用 し た，降水デ
ー

タ と し

て レ ーダー
ア メ ダ ス 降水量 デー

タ を利用 し た．解析 手

法 と して 、まず 125−130E、25−−35N の 範囲に お い て

Wakazuki　et　al、（2005）で 使 用 され て い る定義（500−600hPa
の 平 均相 対 湿 度 が 70％ 以 上 か つ 750−800hP．a の 平均 東西

風 が ＆Om ／s 以 上）を 満 た し、下 層 ジ ヱ ッ トが 最 大 とな る

位置 を梅雨前線の 中心 と して抽出 した．こ の 梅雨前線

は、天 気図 な ど に書 か れる前線 と一
致する とは 限 らな

い ．抽 出 した 前線位置 に 対す る南北 鉛直断面構造 と降

水 量 の南北構造 につ い て、平均 と変動成分 に 分けて 、
関連性 を調査 した．変動成分 の 解析 に は SVD 解析を利

用 した．なお 、降水量に つ い て は 、降水量そ の も の を

変数 と して 用 い る の で は な く降水 量 の 1f4乗 を 用 い た．
こ れ は変数の 正規性を考慮した た め で あ る．ま た 、降
水 量 は対 象 とな る 3 時 間 ご との 時刻 を 中 心 とす る 6 時

間積算降水 量 を 用い た．こ の 各緯度帯 で の 最 大 値を主

に解析す る．6 時間降水量を最大にさせ る現象は、メ

ソ β
〜

α ス ケー
ル の 降水 シ ス テ ム と対応 す る．

3 ．結果 ・ まとめ

　対象デ
ータ か ら 1670 サ ン プル の 梅 雨 前線 の 抽 出と前

線中心付近 の 大気場 の コ ン ポ ジ ッ トを作成 した．下層

ジ ＝ ッ トとそ れ に 対応する南北温度傾度、前線付近 の

高い 相対湿 度域、下層 ジ ェ ッ トか ら上 層 の 亜 熱帯 ジ ェ

ッ トに む けて ジ ェ ッ ト軸が 北偏す る構造な ど典型的な

梅雨の 構造 が 描き出された．

　まず、最大降水量 と前線構造の 関係 を調べ た．降水

が 強い ほ ど、前線 の やや南側で 下 層 ジ ェ ッ トが 強 く、
ジ ェ ッ トの 幅が広くなる こ とがわか っ た．下 層ジ ェ ッ

トが 南側 で 強化 され る パ ターン は、前線中心 に 背 の 低

い 低気 圧 が 発 達 した 場 合 と、前線 下 層 で 冷却 が 起 こ り、
南北温 度傾度 が 大 き くな る こ とに よ る応答が 考 え られ

る．低気圧形成 に 伴 う上 昇気流 に よ る 下層の 断熱冷却
と前線南側 の 下降流 に よ る断熱昇温 お よび 運動 量 輸送

を考えれ ば、最大降水量の 増加 は 、前線付近 に 発 生す

る低気圧 とそ の 低気圧 が 作 り出す前線南側 で の 循環 と

関連性 が 強い こ とが 示唆 される．

　次 に 、前線周 辺 の 大気場 の 時系列デ
ー

タ と最大 6 時

間積算雨量 の 時系列デ
ー

タを用 い た SVD 解析を行 っ た．
2 つ の デ

ー
タの 相 互 関係 は 上位 5 つ の モ

ー
ドで 約 80％

の 寄与率 を 占め て い る こ とが わ か っ た，第 1モ ードは

比較的 ゆ っ く り と変動す る成分 で あ り、前線 の 北側 に

ある 背 の 低 い 高気 圧 に対応す る 下 層 の 北風変動 な ど が

現れ た．一方、短 時 間で 変動す る 低気圧 の 構造が、第

2 モ
ード と第 3 モ

ードに 現れ た ．図 1 は SVD 解析 の 結

果 か ら得 られ た 6 時間最大降水量 の パ タ
ー

ン、図 2 は

大気構造 の イ メ
ージ図 で あ る．低気圧 構造 は、きわ め

て 背 の 低 い 第 2 モ
ー

ドと比 較的背 の 高い 第 3モ
ー

ドに

分ける こ とがで き る．第 2 モ
ー

ドの 低気圧 は、天 気図

に も現 れ な い こ とが あ る．い ずれ も、下層南側 の ジ ェ

ッ ト強 化 ア ノ マ リを 有 して い る が、特 に そ の 特 徴 は 第

3 モ ードで 顕著 で あ る．こ れ らの パ ター
ン は、前線南

側 の 南北鉛直循環 の 強化 が、最 大 降水量 の 増加 と大き

く 関係 して い る こ とを 示 唆 して い る．
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図 1 ：SVD 解析の 結果 か ら得 られた 降水時系列の 主

要 パ ターン ．
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図 2 ：大気場 （偏差場）の イ メージ図．（a）第 2 モ ー

ド、（b）第3モ ード．▲ は前線中心．
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