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東 シ ナ海の 黒潮 と台湾暖流 ・ 対馬暖流

松野　健（九州大学応用力学研究所）

「黒潮 が もし人格を持 っ て い た ら、東シナ 海は

通過す るの にち ょ っ と剣呑 な とこ ろ だ と思 っ て

い るか もしれ ない 。 ル ソ ン海峡で少 し南シナ海を

覗 く機会はあるにせ よ、左手 に陸岸 を感 じて い ら

れ る安心感が東シナ海で は得られ ない 。 ま して こ

こ は、よそ 者 （と言 っ て い い か ど うか …？）が急に

す り寄 っ て きた り 、 自分の
一
部が そい っ らと

一
緒

に離れて行っ て しま っ た りすると こ ろなの で 、勢

い に任せ て遠 くまで 出ぱ っ た り 、 気ま まにふ らふ

らした りは
’
しに くい と こ ろだ 、などと思 っ て い る

か もしれ ない 。

　よく知 られて い るよ うに、北太平洋 の 亜熱帯循

環の
一一
部と して の 西岸境界流 で ある黒潮は 、台湾

の 東で 東 シ ナ海 に流入 し、大陸棚斜面 に沿 っ て北

上 した後 、 トカ ラ海峡か ら再び太平洋 に戻 り、以

降 H本南岸に沿 っ て 、 時に大蛇行 を伴い つ つ 東に

向か い
、 虜総沖付近 で 日本列 島を離れ る。

　台湾と先島諸島の 間を北上 した黒潮は、東 シ ナ

海 の大陸棚斜面にほぼ直角にぶ つ かる。海底地形

に よる制御が 強ければ 、 直角に右折 し て 斜面 に沿

っ た流れ となる 。 しか し運動量 を輸送する非線形

効果 が あ るた め
一

部は斜面 を乗 り上げ るこ とに

なるが 、 地形効果の 影響 は大きく、大半は斜面 に

沿 う方向に戻 っ て くる こ とになる 。

　台湾北東海域に おけ る黒潮 の 変動は中規摸渦

の変動 と も関連 して お り 、 反時計回 りの 渦が重 な

る と、黒潮 自体 は幅広 く比 較的弱 い 流れ にな り、

斜面 に沿 っ て右折する傾向が強ま る 。

一
方 、 時計

回 りの 渦 と重な る と幅の 狭 い 強 い 流れ に なっ て 、

比較的深 い とこ ろ で海底地形 の 影響を強く受 け

て右に曲がる傾陶に なっ て い る （市川私信）。

　 しか し 、 特に大陸棚よ り浅い 上 層 100m 程度 に

っ い て は、大陸棚まで進入する部分もあ る 。 上 述

の よ うに 、 そ の 多くはま た斜面上 の黒潮本流に戻

るが、一鄰は陸棚上に留ま り 、 外洋水の 陸棚域 へ

の 輸送 に貢献す るこ とになる。それは台湾海峡 を

通過 して きた流れ と遭遇するこ とに な り、 場合に

よ っ て は
一

体化 して 陸棚上 を北（北東）に 向か う台

湾暖流を形成す るこ とになる。しか し 、 そ の 実態

につ い て はまだよくわか っ て い ない 。

　台湾海峡通過流は夏季に強 く、秋か ら冬季に弱

い とい う季節変化がある こ とが知 られて お り、最

近 台湾海峡横断 フ ェ リ
ー

を用い た モ ニ タ リン グ

の継続に よ っ て 、 海峡通過流量 の 変動特性が 明 ら

かに なっ て きた。 夏季には流量が 多い と同時に比

較的安定 してお り、その他 の 季節で は変動が大 き

い
。 そ の 変動には局所的な風が大きな影響を及ぼ

して い る こ とが わか っ て きた （Chen　et 　a1．投稿

申）。 台湾海峡通過流は東シ ナ海 に入 っ て台湾暖流

を形成 し、やが て そ の 多 くは対馬海峡を経て 日本

海に流入 す る と考えられ る 。 そ の 間に陸棚縁辺部

で 黒潮と接触 し、黒潮との 間で 、物質や エ ネル ギ

ーの や り取 りが あ る ことが 当然考 え られ、前線渦

の 役割 が しば しば議論 され て きた、

　台湾海峡 と対馬海峡の 通過流量の モ ゴ タ リン

グを継続す る こ とで 、 両者の 流量 の 差か ら、特 に

夏季には 黒潮か ら陸棚域 へ の 正 味の 流量があま

り多くない こ とが明 らか にな っ て きた。台湾海峡

と対馬海峡 の 通過 流 量 の 差 は秋 に火 きくな っ て

お り 、 黒潮か ら陸棚域に進入する流量が秋 に多 く

なる こ とを示 唆して い る。 これは密度構造の 影響

が考え られるが 、風 との 関係 も興味深 い
。

　東シ ナ海の 風系 につ い て 、 1 ヶ 月 平均程度の 長

期的な変化 を考える と、夏季 （6〜8 月）を除い て

概ね北か ら北東寄 りの 風 に なっ て い る。大陸棚縁

辺部 を横切 る総エ クマ ン輸送を計算する と、夏季

には沖向き 、 それ 以外の 季節で は陸棚向きに な り、

黒潮 か らの 正 味 の 質量輸送 の 季節変動が風の 分

布 と関係して い る ことが示 唆され る。

一 95一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


