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1．　 はじめに

　中高緯度海域に おい て、海洋が海 面上を吹く風に影響を

及 ぼ す こ とは 数 々 の 研 究か ら示 され て い る。Nishida

（2014）は 、冬季 に お い て 寒気が 卓越する 際、海藤 か らの 顕

熱 フ ラ ッ ク ス が 日 本近海 に お け る 突風 率・乱 流強度上 昇 に

寄与 して い る こ とを 示 し た。乱 流運 動 エ ネル ギー方 程式

（TKE 　 budget）に お い て 、こ の 現象の 中で は 浮力生成項 の

寄 与 が シ ア
ー生 成項 よ り大 き くな る こ とを示 唆 して い る u

本 研 究 で は、口本 近海 と大 き く環境の 異 な る オー
ス トラ リ

ア 南洋 にお い て 、突風率及び乱流強度 に 及ぼ す海面 と気象

場 の 影 響 に つ い て 観 測 デ ータ か ら の 考 察 を行 い 、
JMA ・NHM を用 い て 再解析 を 行っ た。
2．　 観 瀏 と気 象 モ デル 再 解析

　 オ ース トラ リア の 南 方 約 580km の 地 点 に お い て 、
Seuthern 　Ocean 　Flux　Statien（以 下、　SOFS ）とい う係 留 測

器 が 2010 年よ り設 置され、約 4 年 の 長期問観測 が続けら

れ て い る。一
つ の 測器 に つ き 1−・2 年間観測が続 け られ、

こ れま で 4 っ の 測器で 観測が行 われ た。測器の うち、ブ イ

観測で は 0．2Hz で 気象デ
ー

タを収集 し、1 分毎に その 平均

値や 最大 値な どを 記録 す る。こ の データを 用 い て 、こ の 海

域 に お け る 突 風 率 な どを解析 した。今回 は 1 分 間 の 平 均 値

か ら 10 分 間 の 突風 率 お よび 乱 流 強度 を推 定 した。デ
ー

タ

品 質管理 を行 っ た 結果 、有効 と判 断 され るデ
ー

タ期 間 は累

計 2 年半 であ っ たe また、この 観測点付近 の 約 1000k皿
四 方の エ リア で、NCEP 再解析 デ

ー
タ version1 を境界 値

と し て NHM で 20km の ダウ ン ス ケ
ー

リン グ計 算 を行 い 、

乱流強度 が 増大 し て い る 際の 気象場 を解析 した 。

3． 董塁

　日本近 海（146，5°E，38，1°N ）と比 べ 、こ の 海域は よ り強 い

平 均風 速（9．1m ！s、高度 2．7m ）が 確認 され た。こ の 緯度帯

は 北半球 の 同 じ緯度帯 とは 異 な り、陸地 比 率が低 い。そ の

為 南極 環 流 が 循 環 して お り、常 時 強い 偏 西 風 が 卓越 して い

る 。 古 来 よ り 「吠 え る 40度」 と呼 ばれ 、常 に強 い 風 と高

い 波 が発 生す る こ とが 知 られ て い る 。

　突風 率や乱 流強度は、風 速 8m 〆s 未満 の 低風 時に は風速

と ほ ぼ反 比 例 の 関 係を 示 し た の に 対 し、そ れ 以 上 の 強風 時

に は 両 者 と も に ほ ぼ一
定の 値 を示 し た。風 速が Weibu11

分布 で近鍬で きる こ とは 広く知 られて い るが、低風時に は

WeibuH 分布の 形状パ ラメ
ー

タ は
一

定で は なく、：一
通 りの

分布 で風 速を近 似す る こ とがで きない た め、解析対象を風

速 8m ／s 以 上め 強風 時の み とし た（図 1）、

　強風 時 には、突風率の 分布 は Gumbel 分布 と よ く
一
致

し た。し か し突風率が 約 1．6 を超 え る 場合、こ の Gumbel

分布 か ら さ ら に 大 きな 値 へ 外れ た （図 2）。 こ れ は従 来 の 突

風 率の 分布 と異 な る傾 き を示 して お り 、雷雨 やス コ
ー

ル

な ど激 しい 対 流性 イ ベ ン ト時 に発 生す る事象 で あ る こ と

が先の 研究（Bradbury　and 　Deaves　1994，
　Nishida　et　al．

2014）で も報告され て い る。こ の エ リアで は、日本近海に

比 ぺ 水 温 ・気 温差 が 小 さい
一

方、年 聞 を 通 し て 風 速が 大 き

い こ と が 観測 か ら 示 さ れ た ，観 測 は SST を 除い て は 高度

が 1 点だ け で あ る た め 、鉛直プ ロ フ ァ イル を求 め る こ とが

で き ない。そ の た め 、Richardson 数 か ら Mon 血
一
〇bkhov

長 さを推測 し、大気安定 度 と鉛直プ ロ フ ァ イル を計算した。
風 速 を 高度 10皿 に 補 正 し た値 は NHM と よ く一

致 した 。

フ ラ ッ ク ス に つ い て も計算 し た と こ ろ、浮 力生 成項は シ ア

ー生 成項 に 比 べ 十分小 さい こ とが わ か っ た 。

　2010 年の 5，8，11 月 と、2011 年 2 月 で の NHM に よ る

再 解 析 の 結 果 とオース トラ リア気 象 庁 の 公 表 して い る天

気 図 か ら、観 測 点 で 乱 流 強度 が 増 大す る際 、多 くの ケ
ー

ス

で 抵 気 圧 が 卓越 して い た こ と が 示 され た （図 2）。
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図 1 突風 率 の Gumbel 分 布 へ の フ ィ ッ テ ィ ン グ
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図 2 乱流増 強 時 の 平均 場 か らの 偏 差
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