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要　旨

　伊勢湾
一
濃尾平野 を含 む 領域 で の 1985年 4〜10月の 暖候期 に お ける海陸風日を分類 し，そ の 出現頻度 を調 べ た．

さ らに ， そ の 中で最も特徴的な 広域海風 に つ い て 出現条件 を検討 した結果 ， 「総観規模 の 気圧 配置 に お い て，本州中

央部が 夏型 （小笠 原高気圧 の 支配 下），も し くは移 動性高気圧 の 後面 な い し中心 に 位置 し， 伊良湖
一福 井 問 の 気圧 傾

度 （X ）と岐 阜
一熱 的低 気圧 の 中心 間の 気圧 傾度 （Y ）が，概 ね ，2X ＋ Y ＞ 0 の 関 係 を満 足 す る こ と」 が 必 要 と 考

え られ た，

　 1．は じめ に

　環境汚染の広域化に 対 す る 認識 が 深 ま り，100　km を

超 える地域規模 で の 汚染質 の 動態を解明す る必要性も

高ま っ て い る． こ の 地域規模 で の 汚染質 の 動態 に 最も

影響 を与 え る の が ， 海陸分布 ， 山岳分布等 の 地域特性

に 基 づ き生成 す る 局地風 群 で あ る こ と も広 く認識さ れ

て い る．こ の 局地風群は，そ の性格上，す ぐれ て 地域

性 が 強 い もの で あ るが （例 え ば，北林，1976），そ の
一

方で，総観規模の 気圧配置 や 気圧傾度 との 間 に 密接な

関連 が あ る こ と も よ く知 られ て い る （例え ば，吉門，

1978 ；鈴木 ・河村 ，1987）．ま た，栗 田 ・植田 （1985）

は ， 関東地方 か ら排出さ れ た 汚染質 の 動態 に 関連 し て ，

広域海風 の 到達範囲 と熱的低気圧 （Thermal 　Low ；

以下，TL と略す） との 関係 を明 ら か に し て い る．

　 こ の よ う に，局地風 （特 に 海陸風 ） に つ い て は，す

で に 様 々 な角度 か ら研 究が な され ，数多 くの 知見 も得

られ て い る が，一
方，伊勢湾

一
濃尾平野 を含 む 領域 に

お い て は，関東地方や瀬戸内 と比較 して 研 究例 が 少 な

く，特 に ，海陸風 の 出現 頻 度 や 風 系 の 詳 細 な 日 変化，
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総観場 の 気圧傾度及び TL との 関係等 に 関す る知見は

必ずし も充分 に 得 られ て い る とは 言 い 難 い ．そ こ で 本

研究は，こ の 領域 に お ける汚染質 の 動態を解明 す る う

え で の 基礎資料 とす る ため， 4〜10月 の 暖候期 に お け

る 海陸風 日 の 分類 と，そ の 出 現 頻度 に 関 す る統計値及

び最も出現頻 度 の 高 い 「広域海 陸風 日」 （後述）の 典型

的 な流れ 場 の 日変化 に つ い て 明 ら か に した．さ ら に ，

総 観規模 の気圧配置や中部山岳に形成 さ れ る TL との

関係に つ い て検討す る こ とに よ り，こ の 地域 に 広域海

風 が 出現 す る条件 の 推定 を試 み た．

　 2 ．方　法

　2．1　解析対 象期間

　解析対象期 間 は観測 デ
ー

タの 入手状況，年間の 気象

状況等を考慮 し た結果 ，
1985年 4 月 1 日〜10月31 日 と

した．こ の 期 間 の 月別 の 晴天 日数，平均気温 は，ほ ぼ

平年 と同等で あ っ た ．

　2．2　風 向 ・
風速分布図及 び局地 天気図 の 作成

　印刷天気 図 （9 ・21時）を も と に ，本州中央部が概

ね 高気圧 に 覆わ れ て い た と考え られ る日（冬型 を除 く）

85日を抽 出 し，AMeDAS 及 び愛知県，岐阜県，三 重

県内 に 設置 さ れ て い る 環境大気常時測定局 の 風 向
・
風

速データ （時間値）を用い て，地上風 に お け る毎時 の

風向 ・風速 分布図 （以 下，気流 図 と い う ） を作成 し た．

な お ， 作 図 範 囲 は 第 1 図 に 示 す34．5〜35．5qN と

136．5〜137 ．25
囗
E で 囲ま れ る領域 と し た．

　 ま た，これ らの 日に つ い て ，中部地方及 びその 周辺

に 位置す る 気象官署 の 海面更正気圧 デ
ー

タを もと に ，

局地 天 気 図 （9 ・15時） を 作成 し た．な お ，作図範囲
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　第 1 図　解 析 対 象範囲．● は 主 な 都 市 （た だ し，
　　　　 伊 良 湖 は 測候所 の 位置） を示 す．標高 は

　　　　 200m ご と の 等高線 で 示 し た ．

は33〜38
°
N と133〜141

°
E で 囲 まれ る領域 と した ．

　2．3　TL の 中心 位置及び中心気圧 の 推定

　 2．2で 作成した局地天気図をも と に ， 等圧線 の 形状 よ

り TL の 中心位置 と 中心気圧 を推定 した ．な お，海面

更正 気圧 よ り TL の 中心気圧 を求 め た 場合 ，気圧変化

を過大 に 評価す る こ とが 明 らか に さ れ て い る が （例 え

．ば，Kuwagata 　and 　Sumioka ，　1991），こ こ で は作業を

簡便 に す る た め海面更正気圧 をその まま用 い た．

　 3 ．結 果

　3．1 濃尾平野 に お け る海陸風 の 形態

　2，2で作成 し た 気流図 を も と に し て ，濃 尾 平 野 に お け

る海陸風 の 出現形態を検討 した．な お，海陸風 と は，

本来，海 陸 の 温度差 に 起因 し て 生 じ る風系 に 限られ る

べ き で あ る が ， 本研究 の ように地上風 デ
ー

タ に よ る解

析 の 場合，弱い
一

般風 との 区別が困難なた め，こ こ で

は便宜的に ，海岸線に対 して海域方向か らの 風系を「海

風」 と し，陸域方向か ら の 風系を 「陸風」 として 扱 っ

た．また ， 後で 述 べ る海 陸風 日の 分類 に あ た っ て は，

  高気圧場 に支配さ れ た 晴天 ま た は 薄 曇 りの 日 で あ

り， 総観場 の 気圧傾度 が 小 さ い こ と，  濃 尾 平野 の ほ

ぼ 中央部 （名古屋市付近〉， 三 重県側 （四 日市市付近），

知多半島 の 伊勢湾側 （知多市付近〉 に お い て 夜間，陸

風が，あ る い は 日中，海風が認 め られ る こ と 1   1 日

の うち に ，陸風か ら海風 　また は 海風 か ら陸風 へ の 交

替が見 られ る こ と等の 点 を 考慮 し た，

　気流の 日変化を検討 した結果，濃尾平野
一伊勢湾の

領域 に お け る 海風 は，そ の 規模 に よ り 2種類 に 分類 で

き る こ とが 明ら か に な っ た．すなわ ち，伊勢湾を起源

と し，こ れ よ り周囲の 陸地 へ 海岸線 を横切 っ て 放射状

に 吹 き 出す小規模 な海風 （以下，「伊勢湾海風」と い う）

と，遠州灘方面の 太平洋を起源 と する SE〜S 系 の 大規

模な海風 （以下，「遠州灘海風」 と い う 〉 で あ る．

　そ こ で ，伊勢湾海風 が発達 した後，昼過 ぎか ら夕刻

に か け て 遠州灘海風 が 到達 し，濃 尾 平 野 全体 が ひ と 続

き の SE〜S の 風系 で 覆 われる よ うな状態を 「広域海

風」 と呼び，こ の 広域海風が見 ら れ た海陸風 日を 「広

域海陸風 日」 とした．一
方，濃尾平野 に お い て ， 発達

し ない 伊勢湾海風 に 基 づ く弱 い SSW 〜SW の 風系は

見 られ る もの の ，遠 州灘海風 に基 づ く SE〜S の 風系 は

出現 し ない 海陸風 日を 「非広域海 陸風 日」 と し た．こ

の ほ か ，陸風 の 出現 は 不 明 瞭 で 海 風 の み 確認 で き る 日

（以下，海風 日 と い う）や海風 の 出現は 不明瞭 で 陸風 の

み 確認 で き る 日 （以下，陸風 日とい う） も見ら れ た．

　 3．2 総 観規模 の 気圧配置 と海陸風日等 の 出現 状況

と の関係

　2．2で 抽 出 した 85日 に つ い て，印刷天気図 （9 ・21時〉

を も と に 12〜15時頃 の 総観場 の 気圧配置 を推定 し， 

移動性高気圧 （移動性 の 高圧部，帯状高気圧 を含む ）

の 前面   同中心 ，   同後面   夏型 （小笠原高気圧

の 支配下） の 4 つ の 型 に 分類 し た，

　次に ，
こ れ ら の 日に つ い て

， 海陸風 の 発 生 状 況及 び

広域海風 の 出現状況 を毎時の気流図より判定 した．そ

の 結果 は 第 1 表 に 示 す よ うに ，全体で は 広域海 陸風

日 ：62日，非広域海陸風 日 ：10日，海風 日 ： 6 日，陸

風 日 ： 7 日で あ っ た ，こ の うち，広域海陸風 日の 出現

状況は，夏型が32日 と全体の 約半数 を占め た ほ か ，移

動性高気圧 の 中心及 び後面 に お い て もそれ ぞれ 19日 と

11日見 られ た．
一

方，非広域海陸風 日 は移動性高気圧

22
“

天 気
” 41．7．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

濃 尾平 野 に お け る海 陸風 の 特 徴 と広 域 海風 の 出現 条件 381

第 1表　気圧配 置 型 と海 陸風 日 の 出現状 況 と の 関 係．

　 　 　 　 （1985年 4 月〜1（，月）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （日）

移 動性 高 気 圧
　　　　　　　　 夏型　合計
前面　中心　後面

広 域 海陸風 日

非広域海陸風 日

海 風 日

（ ｝内 は 広域化 し た 日

陸 風 日

　 　 19　 　 1】

　 　 　 7　　
−

　 　 　 1　　　 1

　　 （1）　 ω

7　 　　　　　 −一．

32　 　 623

　　 104
　　　 6

（4＞　 （6）
− 　　　7

合 計 7　　　　27　　　 12　　　39　　　85

広域海風 日合計
牟

広域海風出現 率 （％）

20　　　12　　　36　　　68

74．1　100．0　92．3　 80．0
”

広域海陸風 日 と広域化 した 海風 日の 合計 を示 す．

の 中心 と夏型 に 見 られ たが ，出現率 は移動性高気圧 の

中心 の 方 が 高 か っ た．また ，海 風 凵 は 移動性 高気圧 の

中心 と後面及 び 夏型 に 出現 した が，そ の 全 て に お い て

広域海風 が 見 ら れ た．さ ら に，陸風 日 は移動 性 高気圧

の 前面 に お い て の み出現 し た ，

　 この よ うに，広域海陸風 日 と海風 日を合わ せ る と，

「広域海風 」は 全体 の 8割に出現 し て い る．ま た ，気圧

配置別で は ， 移動性高気圧 の 後面 と夏型 に お ける広域

海風 の 出現率が そ れ ぞ れ 100％ ，92 ．3％ と高 く，こ れ に

次 い で 移動性高気圧 の 中心 が 74，1％ と な っ て い る，な

お，移動性高気圧 の 前面 で は 広域海風 は 出現 しな か っ

た ，

　以上 の よ う に，濃尾平野 に お い て も総観規模 の 気圧

配置 と海陸風 の 出現状況 に は ，か な り明瞭な 関係が見

られ， こ の 地域 に 広域海風が 出現 す る 日 は 夏型 ，もし

くは本州中央部が移動性高気圧 の 後面 又 は 中心 に 位置

して い る こ とが明 らか に な っ た．

　3．3　典型的な広域海陸風 日 に お け る流れ 場 の 変化

　濃尾平野 に お ける 典型的 な 広域海陸風 日 （1985年 5

月 17日） に っ い て，毎時の気流図の 中か ら 3時間 ご と

に 抽 出 した もの を第 2a 〜 2h 図 に 示す．

　  陸風 中期 （1〜 5 時）：全域 が陸風 な い し山風場

と な っ て お り，そ れ ぞ れ海岸線 に 対 し て ほ ぼ直角に 風

が吹 い て い る．そ の 風速 は 1〜3m ／s 程度 で あ り，大

規模な流れ は見 られな い （第 2a 図）．

　  陸風終期 （6 〜 7時）： 三 重 県 の 四 日 市 か ら津 に

か け て の 風向が NW 系 か ら NE 系 に 変化す る こ と に

よ り，豊田，岡崎 な ど の 西 三 河地域 や 知多半島と風系

が一
致 し，ほ ぼ全域的に，山岳部か ら木曽 ・長 良 ・矢

作川等の 川沿い に 流下す る 冷気流 の 支配下 に 置 か れ て

い る こ とが判る （第 2b 図）．

　 ま た， こ の 例 の よ うな海陸風日 に は ， 人工 熱源 の 影

響 で 深夜か ら早朝に か け て名古屋 の 中心部 が 相対 的な

高温域 に な る こ と が 知 られ て お り （例え ば ， 北田 ら ，

1991），第 2a ・2b 図の 濃尾平野北 ・中部付近 に お い

て は，こ の 高温域に 収束 す る ような流 れ が 認 め ら れ る．

さらに， 5〜 7 時に は ， 名古屋 とそ の 周辺 の 所 々 に 静

穏域 も見 られ る，

　  陸風 → 海風 の 交替期・海風初期 （8〜10時）：知 多

半島の先端部 や ，東三 河 の 海岸部，三 重県 の松阪 か ら

伊 勢付近，渥美半島の遠州灘側な ど で は 8 時頃 か ら海

風 が入 り始め る．ま た ， 9 〜10時 に な る と対象範 囲全

域 の 海岸部 で ，それ ぞ れ の 海岸線 に対 し て ほ ぼ直角に

風速 1〜3m ／s 程度の弱 い 海風 が 出現 し，山沿 い で は

谷風 と思 わ れ る 風 も見 られ る （第 2c 図）．一
方，豊 田

か ら 岡崎 に か けて の
一

部の 地域で は ， まだ 山風成分 も

残 っ て い る ほ か ，名古屋付近は 陸風 と も海風 ともっ か

な い 風 向不定 の 弱風域 に あ る，

　  海風発達期 （11〜13時）：発達 し た 伊勢湾海風 と

谷風 が接続す る こ と に よ り風向不定 の 地域 が 消 え，濃

尾平野全域が海風場 に な る と共 に ， 風速 も 2〜4m ／s

とやや強 ま っ て い る （第 2d 図）．こ の 時，濃尾平野 の

ほ ぼ 中央 に 位置 す る 名 古屋付近 は SW の風系を 示 し

て い る．また ， 渥美半島の先端付近で は，伊勢湾 （三

河 湾）側か らの 海風 が 消滅 し，大規模な遠州灘海風が

発達 しつ つ あ る．

　  海風最盛期 （14〜 18時）：伊勢湾海風 遠州灘海風

共 に 最 も発達 し，広域化 した状 態 を示 して い る （第 2

e 〜 2f 図）．風速 は さ ら に強 くな り，海岸部 で 4〜7

m ／s，内陸部 で も 3〜5m ／s を 示 す．特 に 15時頃 （第 2

e 図） に は，発達 した伊勢湾海風 と大規模な遠州灘海

風 が 名古 屋 付近 で 不 連続線 を 形成 し て お り，伊勢湾海

風 か ら遠州灘海風 へ の 勢力 の 転換期 を示 して い る，

　 こ れ に つ い て は，例えば，1991年 4 月22日 とい う別

の機会 （た だ し，同 じ く 「広域海陸風 日」）に，名古屋

市港区 で 得 られた観測結果 を解析 し た もの に よ る と，

こ の 海風 の 切 り替 え は か な り急激 に 行 わ れ る だ けで な

く ， 両者間 に は か な り明確 な相違 が 認 め られ る こ と が

明 ら か に な っ て い る．す な わ ち，風 向 が 15時 以 降 に

SSW か ら SSE に変化 し た後，海風 層 の 厚 み が 600
〜700m （そ れ 以前は 400　m 程度）に 増加す ると共に，

温位 も 289〜290K 程度 と
，

15時以前 （発達し た伊勢

湾海風）の 291〜292K と比較 し て 1〜2　K 程度低 く

な る こ とが 示 さ れ て い る （高木 ら，1993）．
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a ． 3時
一

陸 風 中 期 b ． 6 時
一
陸 風 終 期 c ．9 時 一海 風 初 期

d ．12時一海 風 発達期 e ．15時一
海風最盛期

　 　　 　（広 域 海 風 ）

f ．18時 一海風最盛期

　 　 　 　 （広 域 海 風 ）

g ．21時 一海 風 終 期

第 2 図

　　　　　　　　　 h．24時一陸 風 初 期

典 型 的な 広域 海陸風 日 に お け る 流れ 場 の 変化 （1985年 5 月 17日）．長 い 矢羽 根 は 2
m ／s，短 い 矢羽 根 は lm ／s を示 す．また，「C 」 は静 穏 を示 す．

24
“

天 気
”

41．7．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

濃尾 平野 に お け る海 陸 風 の 特徴 と 広域 海 風 の 出 現 条 件 383

3s’　N

3T

36

35

34

33

133134135 　　　　136　　　　137　　　　138139 　　　　　140　　　　141
°
E

a ．広 域 海 陸 風 日 （5 月 17日，15時 ）
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　 　 　 　 　 　 b ．非 広 域 海 陸 風 日 （5 月 11日，15時 ）

第 3図　広域海陸風 日 と非広域海陸風 日に お け る 局地 天 気 図 の 例，等 圧

　　　 線 の 単 位 は hPa．

　一
方， こ の 広域海風 は ， 濃尾平 野 を吹走 した後，そ

の 主要 な流 れ が 木曽川 の 谷筋 に 沿 う よ う に 大き く北東

方向に湾曲し ， 岐阜県の 多治見を経 て さらに 山岳部 の

奥 に 向か う と い う特徴 を 示 す（第 2d 〜 2f 図〉．こ の

よ う な流 れ の 生成機構 と して は，Kondo （1990）の 数

値解析 に も見 られ る よ うに，中部山岳付近 に発生す る

TL の 影 響 を考 え る こ と に よ り説 明 が 可能 と思 わ れ

る．す な わ ち ， 高気圧 に 覆 わ れ た 日に，日射 に よ っ て

発達 した TL に 対 し て ，そ の 周辺 よ り吹 き 込 もうとす

る 流れ に，発達 し た 海風 が結合す る こ と に よ っ て ， 中

部山岳方面 に 向か う大規模な流れ を形成 し て い る と 考

え られ る．

　  海風終期 （19〜21時）：概ね海風場 に ある と考え

られ る が ，濃尾平 野 の 西部に 見 ら れ た SW の 風 系 が

徐 々 に 消失 し，遠州灘海風 に 基 づ く SE〜SSE の
一

様

流 と な っ て い る （第 29 図）．ま た，風速 も次第 に 小 さ

くな り，海岸部で 3〜4m ／s，内陸部で は 2〜3　m ／s と

な っ て い る，さ ら に ，濃尾平野北部 に お け る 中部山岳
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第 4 図　伊良湖 一福 井 間 の 気圧傾 度 と広域海風 の

　　　　出現 傾向．気 圧傾 度 は 伊 良 湖 か ら福 井 を

　　　 差 し引い た もの で 示 し，ま た ，広域海風

　 　 　 　日 は広 域 海 陸 風 日 と海 風 日の 合 計 で 示 し

　　　　て ある．

方面へ の湾曲 も次第に見 られ な くな る が，これ は 日没

に伴っ て TL が衰退す る こ と に よ り，海風 を 北東 に 偏

向させ よ う とす る力 も弱 くな っ た た め と考え られ る．

　  海風 → 陸風 の 交替期・陸風初期 （22〜24時〉：濃尾

平 野全体の 風 系が さ ら に東 寄 りに な り，風速 もさらに

弱 くな る，海風か ら陸風 へ の 交替期 と考えられ ，三 重

県の 伊勢付近や，多治見 か ら豊 田，岡崎 に か け て の 山

沿い で は陸風 ま た は山風 と思われ る成分 も見られ る．

ま た，24時 に は全体 が ほ ぼ 陸風 ・山風場 に 移 っ て お り，

濃尾平野 と し て は概 ね NW 〜E の 風系 に 支配 さ れ る

（第 2h 図），

　 こ の よう に ，典型的な広域海陸風 日の 風 向の 変化 を

地域別 に 見る と，濃尾平野 の 中央及び知 多半島 の 伊 勢

湾側 で は 反時計 回 りを，三 重県側で は時計回 り を示 し

て い る．

　3．4　広域海風 の出現条件

　局地天気図 をも と に ，広域海陸風 日 ， 非広域海陸風

日，海風 日，陸風 日の 各事例 を検討 し た 結果，広域海

風 が 出現す る 日 は，前述 （3．2）の 気圧配置別 の 出現状

況 か らも示唆 されるよう に ，総観場の気圧 が 概ね太平

洋側が 日本海側 よ り も高 い 傾向 に あ っ た （第 3a 図）．
一

方，広域海風 が 出現 しな い 日 は ， 概 し て 日本海側が

太 平洋側 よ り も気圧 が 高 い と い う共通性が 見 ら れ た

（第 3b 図）．

　 また，広域海風 日 に は伊勢湾の 地形に概ね
一

致 す る

よ うに 局地的な高圧部が 形成 さ れ る こ とが 多 い の に 対

し ， 非広域海陸風日 に は ， こ の ような高圧部は伊勢湾

に は見 られず，し ば し ば 日本海側の 若狭湾 に 形成 さ れ

る と い う特徴が見 られ た．

　そ こ で ，気象官署の 中か ら濃尾平野 の 概 ね 南北 に 位
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第 5 図　伊良湖
一
福井間及 び岐阜

一TL 中心 間 の

　　　 気圧傾度 と 広域海風 の 出現傾 向 との 関

　　　 係．気圧 傾 度 は 前者か ら 後者を差 し 引 い

　 　 　 　た もの で 示 し て あ る，

置す る 「伊良湖」 と 「福井」 を選 出 し，そ の 気圧傾度

（海面更正 した もの で，単位 は hPa／100　km ．以下同 じ〉

と広域海風 の 出現状況 との 関係を検討 した ，そ の 結果，

伊良湖
一

福井間 の 気圧傾度 が 正 の 場合，すなわ ち，太

平洋側 の 気圧 が 日本海側よ り も高 い 場合 に は，全 て ，

濃尾平野 に 広域海風 が 出現 して い る こ と が 明 ら か に

な っ た （第 4 図）．こ れ は，総観規模 の 気圧傾度力 の 方

向 が ， こ の 地域 の 海風 を加速す る方向 と
一

致 して い る

方 が 広域海風 の 生成 に 有利で あ る こ と を示 し て い る．

　
一

方， 伊良湖
一福井間の 気圧傾度が 負（福井 が 高い ）

を示す場合に も広域海風 が 出現 す る例が見 られ る こ と

か ら，次 に 中部 山岳 に 形成 され る TL との 関係 に つ い

て 検討 した．

　す な わ ち，日射が強 く地表面加熱が進行 しや す い 状

況に お い て，本州 中央部に 形成 さ れ る TL に 対 して 広

域海風 （あ る い は谷風）が吹 き込 む と い う機構を想定

した 場合，TL の 強 さ （TL の 中心 と そ の 外縁 と の 気

圧傾度）が増す ほ ど海風の発達に は有利に なると考え

ら れ る．そ こ で，総観規摸 の 気圧傾度力 に 打ち勝 っ て

海風が発達す る に は，内陸部 が どの 程度，熱的 に 低圧

に な る必要が あ る か を調べ た．

　 い ま，こ の TL の 強 さ を，濃尾平野 の 北端付 近 に あ っ

て 伊良湖 と福井 を結 ぷ 直線上 に位 置する「岐阜 」と「TL

の 中心」間 の 気圧傾度で 表 し， こ れ に 伊良湖
一
福井間

の 気圧傾 度 を組み合わ せ て 広域海 風 の 出現条件 を検討

し た結果，概ね， 2X ＋ Y ＞ O（ただ し，　 X ：伊良湖
一

福井間 の 気圧傾度，Y ：岐阜一TL 中心間 の 気圧傾度

単位 は hPa／100　km ） で 示 さ れ る こ とが 判 っ た （第 5
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図）．な お ， 2．3項で も述べ た よ うに ，
TL の 中心気圧

を海面更 正 気圧 よ り求 め た 場合 に は ，気圧変化 を過大

評価す る と い う点を考慮す る と，こ の関係式は物理的

な指標 と して は必 ずし も厳密な も の で は な い が ，実用

的な 目安 と し て は 有用 な関係 を示 す もの と 考 え て い

る．また ，こ の 式に よ る判定結果の適合率（適合数／全

数） は 93％ で あ っ た．

　 こ の よ う に ， 伊良湖 一福井間の 気圧傾度が ， 多少，

負 （日本海側が 高い ）を示 し て も，TL が 発達 した状況

に あ れ ば， 濃尾平野に 広域海風が出現す る こ とが明ら

か に な っ た．

　 4 ．まとめ

　1985年 の 4 〜10月 に つ い て ，本州付近 が 概 ね高気圧

に覆わ れ て い た と考え ら れ る 85日 を抽出し ， 地上風に

お け る毎時の 気流図 と局地天気図を作成し た ．こ れ ら

を も と に して，濃尾平野 に お け る 海陸風 の 出現状況 と

そ の 特徴，な ら び に 広域海風 の 出現条件等 に つ い て 検

討 した 結果，以下 の 点 が 明 ら か に な っ た ．

　  濃尾平野 の海風 に は，伊勢湾を起源 と す る 「伊勢

湾海風 」と，遠州灘方面 か ら の 大規模 な 「遠州灘海風」

が あ り，その 発達 の 程度 に よ っ て 広域海陸風 日（62日）

と非広域海陸風 日 （10日） に 分類 さ れ た ．ま た ， 海風

又 は 陸風 の
一

方 の み が 出現す る海風 日 （6 日） と 陸風

日 （7 日） も見 られたが， こ の うち 海風 日に は 全 て 広

域海風が 出現 し た ．

　  本州付近 が 高気圧 に 覆 われ て い た 日の 8 割 に 広

域海風 が 出現 した が ，気圧 配置別 で は，移動性高気 圧

の 後面 と 夏型 に お け る 出現率が 高 か っ た．一
方，非広

域海 陸風 口及 び陸風 日は， こ れ と は逆 に ，移動性高気

圧 の 中心 と前面に お け る出現率が 高か っ た．

　  広域海風 の 出現条件 と し て は，総観場 の 気圧 が 太

平洋側 の 方 が 日本海 側 よ り も高 く，気圧傾度力 の 方向

が ， 濃尾平野 に お け る海風 を加速す る方向と一
致 し て

い る こ と が 第
一

次的 な条件 と 考 え られ た ．具体的 に は，

伊良湖
一
福井間の気圧傾度が 正 （伊良湖が 高い ）を 示

す こ とが 指標 と な る．

　 
一

方，伊 良湖
一
福井間の 気圧傾度が負の 場合で も

広域海風が出現す る例が 見ら れ た．そ こで ， 中部山岳

に 形成さ れ る TL の 強さ を考慮し，伊良湖
一福井間 の

気圧傾度 （X ） と岐阜
一TL 中心間の気圧傾度 （Y ）

と の 関係を検討し た結果， 2X ＋ Y ＞ O が 満た さ れ れ

ば，概 ね，広域海風 が 出現す る こ とが 示 さ れた （第 5

図）．す な わ ち ， 日本海側の 気圧 が多少高 くて も ， 本州

中央部 の 地表加熱の 度合 い が 高 く，強 い TL が 形成 さ

れ れ ば ， 濃尾平野に広域海風が出現す る こ とが明ら か

に な っ た．

　  典型的な広域海陸風 日の 風 向 の 変化 は，濃尾平野

の 中央部及び知多半島の伊勢湾側で は 反時計回 り を，
一

方，三 重 県側 で は時計 回 りを示 した ．濃尾平野 の 中

央部及び知 多半島の伊勢湾側に お け る こ の よ う な風向

の 変化 は，起源 の 異な る 二 種類 の 海風 の 切 り替え，す

なわ ち ， 昼 頃 か ら午後の早 い 段階で の 発達 し た伊勢湾

海風 （SSW 〜SW ）か ら，15時以降 の 遠州 灘海風 （SSE
〜S）へ の 変 化 に 基 づ く と考え られ た．
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