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関東地方の 反転型北東気流の 再検討

一 前方傾斜型寒冷前線 と の 比較一
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＊

要　旨

　関東地 方に 局 地 的 な 悪天 を もた らす，北東 気 流 の パ ターン の う ち，岩瀬 （1985a）の 提案 した 反 転型 に つ い て，暖

気側 に 傾 く前線 （前 方傾斜 型 寒冷前線） の構造を仮定 し て 議論 した．前線 を密度傾度の 不連続 と定義 す る 場 合，前

線面 が 暖 気側 に傾 くこ と も可能 で ある．暖気側 に 傾 い た 場合 は，前線帯 は 相対的 に 静的安定度 が低 く，また トラ フ

や 低気圧性 シ ヤ
ーは前線帯内で は な く暖 気内に生 じる こ と が理論的 に 期待 され る，岩 瀬 （1985b）が 扱 っ た 1984年 4

月 7 日の 事 例 を再 検討 し た と こ ろ，こ れ らの 特徴 が見 出さ れ た．た だ し暖気側 の 境界層内の 静 的安 定度 が低 か っ た

た め，寒冷前線面の 前方傾斜は900〜8  0　hPa の 層 で 大 き か っ た と考 え られ る．

　 1．反転型北東気流 に つ い て

　北東気流 に よ る関東地方 の 局地的な悪天 は，関東地

方の北に 中心 を持 つ 高気圧 に覆わ れ た と き に，関東地

方の南部や東部が下層雲 に覆 われ る もの で ある．大 き

な 災害に結び つ くこ と は な い が 予想が難 し い こ と か

ら，主に現業部門で 山岸 （1983）や鈴木・安東 （1992）

な ど多 くの 調査 が行わ れ て き た．

　 こ の よ うな雲域の南側に は 顕著 な低気圧性 シ ヤーを

伴う こ とか ら，前線 と類似 した構造が想定さ れ る こ と

が あ る．岩瀬 （1985a）は現業高層観測 や 雲分布 を 丹念

に 調査 し， 2 つ の 気団 が接す る鉛直構造 を 2種類提案

し た （第 1図）。こ の うち 「前線型」は 「温暖前線 の よ

う に北側 に 傾斜 した シ ヤ ー面上を南海上 か ら南西流が

滑昇す る も の」で ， 「反転型」は 「シ ヤ ー面 が鉛直 よ り

やや南西側 に傾斜 して い て 地表近 くの北東流が シ ヤー

面 で 上 昇反転す る」 と説明 し て い る．つ ま り反転型 は

「シ ヤ ー面」が 上空 ほ ど南 に 傾 く構造 と され ， 通常の前

線 と は逆 で あ る．観測 デ
ー

タ が そ の 構造 を支持 し て い

る もの の ，現象 が 主 に 海上 で 発生 し離散的なデータ で

判断 せ ざるを得な い こ と もあ り， 舎理 的な説明は難 し

か っ た ．
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　岩瀬 （1985a）が 「反転型」の構造を提案 した の は，

ひ と つ に は，南下 する シ ヤ
ー

ライ ン の通過時に ， 地上

風 向 ・風速が 急変す る と同時に 気温が下 が る こ とが ほ

とん どな く， 逆 に 短時間の 間 に わずか で はあ る が 気温

が 上 昇す る こ とが あっ た と い う こ とがあ る （岩va，　1985

a ， b）．こ れ だ と
，

シ ヤ ーラ イ ン の 北側 に 相 対的な 暖気

が位置 し て い た こ と に な る．と こ ろ が，総観場 は関東

地方か ら そ の 東海上 に か け て 傾圧帯 と な り，北側が寒

気 で ，北東風 に 伴 い 寒気移流が顕著で あ る．こ の よう

に 大規模場 と メ ソ ス ケ ール の 現象 が逆な の で ，反転型

は通常の前線の 構造で は説明が つ か な い ．な お ， 鈴木・

安東 （1992）は関東付近 の 雲 パ タ
ー

ン を分類 し，反転

型 に 対応する もの を N 型 と呼 び ， 本文中で は前線 と い

う言葉は使用 して い な い もの の，総観場 に 着目 し て い

る の で 図中 で は寒冷前線記 号を用 い て い る．

　岩瀬 （1985b）の 1984年 4 月 7 日の 事例 （第 2 図）で

は，関東 か ら東方 に 伸 び て い た シ ヤ ーラ イ ン が南下

〜南西進 し，ま たその 立体構造 は反転型 で ある こ とが

示唆 され て い る （第 3 図）．こ の 事例を 含 む 反転型 の 特

徴 に は また，地上 や850hPa 面 で ， 関東地方付近の気圧

場 と流 れ が強 い 高気圧性 曲率 を持 っ と い う こ と も含ま

れ る．そ こで は 同時に傾圧 帯に な っ て お り ， 通常は 傾

圧帯 が トラ フ に な る の と は逆で あ る．

　 こ の よ うに，反転型北東気流 の 下層 の 総観場 は い く

つ か の点で通常の 前線 と は異な る特徴を持 つ ．本稿 で
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　第 ユ図　岩瀬 （1985a ）に よ る北東気流の 断 面 の 模

　　　　 式 図．

第 2 図　1984年 4 月 7 日09時 （日本標準時，特 に

　　　 断 りの な い 限 り以 下 同 じ ）の 地、ヒ流 線 と

　　　 雲域．一
点鎖線 は シ ヤーラ イ ン ，点彩 は

　　　 雲 域．破 線 は 気温（3℃ ご と 〉，寒冷前線

　　　 記号 は等温線や 各地点 の 気温 変化 か ら推

　　　 測 され る地上 前線 の 位置 緯経度線 は 2
　　　 度 ご と．太矢印 は 八 丈島．岩 瀬 （1985b）
　　　 に 加 筆、

　 渓 松 喞 前繭 　 　 六 嘔 　 館 山 　 　 燃 野

第 3 図　1984年 4 月 7 日09時の，関 東地 方の 北東

　　　 〜南西 の 断 面 図．太 い 二 重 線 は 逆転層，
　　　 点彩は 雲，細破線 は 混合比 （g／kg），短 い

　　　 矢印 は 推 定 した 気 流 の 方 向，一
点鎖線 は

　　　 シ ヤー
面．岩瀬 （1985b） よ り．

　 2 ．密度傾度の不連続 と し て の 前線

　第 2図 に 示 した反転型 北東気流時の総観場 は，水平

温度傾度 はあ る が そ の 南下時 に は 気温 の 急 な低下 は な

く，比較的幅の 広 い 前線帯を持 っ た 前線 と考え る こ と

が で き る．こ こ で は Godson （1951）な ど従来 の習慣に

従 い ，前線 を前線帯の 暖気側の境界 と定義す る．今，

前線 に 沿 っ て x 軸を取 り，y 軸は寒気側 を向 くよ うに

と る （第 4 図）．前線 の 暖気側を W
， 寒気側 を C ，前

線帯 （遷 移帯）内を F とす る．前線 は W と F の境界

で あ る，前線 に 垂直 な断面 （y
．
a 面）で ， 前線面 （W

と F の境界線）に沿っ た あ る物理量 ψ の 微小 な変 化

は，暖気側 （W ） と前線帯内 （F ＞で そ れ ぞ れ

砺 （鐘 ）．dy・（讐）。

dz

はまず，シ ヤーラ イ ン の 位置で 寒冷前線 と して 期待 さ

れ る よ うな気温 の変化 が起 こ らない こ と に つ い て ， 第

2 節 で 前線 面 の傾斜 と地衡風渦度 （気圧場） の 分布 を

関連付 け，地 衡風 シ ヤ ー
（トラ フ ） と前線 の 位置が一・

致 し な い とい う こ と を示す．また，議論 の対象 と す る

現象 が 暖気 側 に 傾斜 す る 前線 の 構 造 を 持 つ こ と を 仮定

す る．そ し て第 3 節で 1984年 4 月 7 日の 事例 （第 2 図）

に っ い て，第 2節 の 議論 を適 用 し，仮定の妥当性 に つ

い て 検討す る．用 い た データ は気象官署 の 観測 デ
ー

タ

（地上，高層）で あ る．な お ， 本稿 で は，岩瀬 （1985a 、

b）が指摘 し た シ ヤー
ラ イ ン 通 過時 の

一
時的 な 気 温 上

昇 も含 め，メ ソ α ス ケ
ー

ル よ り小 さ な ス ケール の 現象

や その 構造 に つ い て は原則 と して 議論 し な い ．

dth・ 一 （孰 耐 儒レ

と書 け る．物理 量 ψが 前線面 で 連続 な ら，こ れ ら は等

し い はずな の で ，前線 の 傾 きは

廴 （壁∂ツ）。

一
勵

dy
（
鍾
∂e ）E

−
（讐），，

と表 せ る．

　ま ず，（1）で ψ
＝p （p は 気圧） と し，

の 式 を 用 い る と，Margules の 式

（1）

さ らに 静水圧

14 “

大 気
” 50．10．
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第 4 図　前 線 に 垂 直 な断 面 の 模 式 図．W ，
　　　 F，C は それ ぞ れ 暖気 ， 前線帯，寒

　　　 気 を表 す．太 実線 と太破線 は そ れ

　　　 ぞ れ前線帯 の 暖気側 （前線面 ） と

　　　 寒気側の 境界 　この 図で は 前線面

　　　 は 寒気側 へ 傾 い て い る．

de　一（aク／∂y）w
−

（助 ／ay）F

万　　　　　　9　（ρva
一

ρF ）
（2）

となる （ρ は密度 g は重力加速度）．密度不連続の 前

線 の 場合 は （2）式 の 分母 と分 子 が共 に 0 で な い こ と か

ら，前線 の 位置 で 等圧線が折れ曲が り， す な わ ち前線

と地 衡 風 シ ヤ ー
の 位 置 が

一
致 す る （た と え ば小 倉

（2000）p．231−232を参照〉．しか し こ こ で は前線面で密

度傾度は 不連続だが密度は連続 （ρ ur
＝

ρF ） と考え て い

る の で，前線面 の有限 な傾 きを考え る な ら （2）式の分

子 も 0 で な け れ ばな らない ．つ まり，

　　（ev）／∂ヒy）w
； （εφ／ay）F 　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

と な り，気圧 の 水平傾度 は前線で 連続 とな る．こ れ は，

密度は連続で 密度傾度 は不連続 と定義した前線で は等

圧線は折れ 曲が らな い こ と を示す （澤田 ， 1955）．

　っ ぎ に，ψ
＝

∂ヵ／御 とする．上 の議論 と （3）式よ り，

こ れ は前線面で連続で あ る．す る と （D は，静水圧 の

式 も使 っ て

廴 鍵
の

（議渥一（謝 ．

一⊥（鍵
　　

9
（審）．

一
獻

（4）

789

と書 ける，こ こ で

夥
一
畠（謝

一古 夥
一
号哥

で あ り（R は気体定数）， 気温 T や ∂ρ／の は前線で連

続 で ある こ とか ら，（4）式は

編 離器　 （・・
’

と変形で き る （密度 ，気温 は 連続 な の で 傾度を求め る

場合以外は ρw
＝

ρF
＝

ρ， Tv＝乃 ＝T とした）．さ らに

地衡風 の X 成分 Ug を用 い る と

2003年 10月

亟 ．Tf （塾
　　

ガ 即

（蕃）。

一（哥）。

4 灘鍬　 （・・
”

と な る げ は コ リオ リパ ラメ
ー

タ）．定義よ り， 密度傾

度 は 暖気側 よ り前線帯内の 方 が 大 き い か ら，（4）式及

び（4）
”
式 の 分母 は負 で ある，す る と，寒気側 に 傾 く前

線 （dg／dy＞ 0 ）の 場合は，（4）式及 び （4）
”

式 の 分子

も負の は ずだか ら，

　　
一

（∂Ug／ε沙）fi
・〉 一

（∂Ug／ay）w 　　　　　　　　　　　　　（5）

こ れ は，「暖気内よ り も前線帯内の 方が地衡風渦度が大

きい 」 こ と を表す．

　同様に前線帯内と寒気内を比較した場合 も，前線帯

内 の 方 が 地衡風渦度が 大 き い こ とが 導け る．こ れ ら は ，

トラ フ が 通常は前線帯の 中に 位置す る とい う経験的事

実 と 矛盾 が な い ．

　 こ こ で （1）式に戻 っ て ψ
＝θ （温位） とす る と，

繼臘 　　  

と書 ける．これ は Storlinga　et　al ．（2002）の （2）式

と 同 じ もの で あ り，また Godson （1951）も温位で は な

く気温で は あ る が半世紀前 に 示 して い る もの で あ る，

F と W の定義よ り，（6）式の分子 は正 で あ る．ま た 通

常 は 前線層 は 安定成層 な の で ，分母 も正 と な り，dg／

d・ ＞ 0で ，前線面 は 寒気側 へ 傾 く（第 5 図 a ），一
方，

前線帯内の 静的安定度が暖気内 よ り小 さ い 場合 （第 5

15
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第 5 図

　ド
ム P く △P

△P  △P

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 y

前線帯 （
一

次 の 不 運 続） の 鉛直断面 に お

け る温位分布．（a ）寒気側 に傾 い た 前線，
（b）暖 気 側 に 傾 い た 前 線 Bluestein
（1993） を改変．

図 b） は de／dyく 0 と な り，前線面 は 暖 気側 へ 傾 く

（Stoelinga　et　al ．， 2002）．

　暖気側 に傾 く前線 の 場合 は，

か ら，

（4）
”
式が 負 に な る こ と

一
（∂Ug／　Oy）F ＜

一
（∂Ug／　ay）　w （5）

とな る．この 場 合， トラ フ が 生 じ る とす れ ば暖気内 で ，

前線帯 の 気圧場 は 相対 的 に 高気圧性 に な る傾向を 示

す．

　 3 ．1984年 4 月 7 日の 事例の再検討

　第 2 図
・
第 3 図 の 事例 （1984年 4 月 7 日） を再検討

す る に あ た っ て ， こ こ で まず， 7 日09時 （日本標準時，

以 下同じ）の関東地方付近 の 南北 の 鉛直断面図 を第 6

図 に 示す．た だ し，シ ヤ ーラ イ ン の 南側 に 適当な高層

気象観測点がな い の で ， 6 日21時の 八丈島の デ
ー

タを

採用 し た． 7 日09時に 八 丈島の 南 に 位置 す る シ ヤ
ー

ラ

イ ン は， 6 日 15〜21時 に は 関東南岸か ら東海上 へ 伸び

て お り，八 丈 島 は そ の 南側約120km に 位置 し て い た

（図省略，岩瀬 （1985b）の 第 i図 を参照）．八 丈 島 の 風

向は そ の あ と 7 日05時過 ぎに 東北東 に 変わ っ た こ と な

どか ら， 6 日夜 か ら 7 日朝 に か け て伊豆諸島を シ ヤ ー

ラ イ ン が 南下し た と考え られ る．そ れ で ， 7 日09時 の

hPa ’
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’
卩
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　r厂’ 2912

呂8
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第 6図 　1984年 4 月 6 〜7 日の 鉛直断面．横軸

　　　 は 観測 地 点 と時 刻 ／日．実 線 は 温 位 （3

　　　 K ご と），破線 は 静的安定度 の 異 な る

　　　 領域 を分 け る （お お む ね ∂θ／a2〜5　K／

　　　 1000m に 相当）．寒冷前線記号 は 温位

　　　 変化 に 基 づ く．一
点鎖線 は シ ヤーラ イ

　　　 ン．長 矢羽 根，短 矢羽根は そ れ ぞ れ 10

　　　 ノ ッ ト，　5 ノ ッ ト （1 ノ ッ ト＝0．51m ／

　　　 s）．

八丈 島 よ りさらに 南 の観測 と して ，時空間変換 の 考え

方に よ り八丈島の 6 日21時 の デ
ー

タを用 い た もの で あ

る．

　第 6 図 の 地 上 の 温位 は，八 丈島 の 6 日21時が 285．7

K ，7 日09時が 286．lK で，温位差が ほ と ん ど な く，ま

た館野 は278．6K ，仙台は 276．6K で ，7 日09時 は 八 丈

島〜館 野 の 問 に 下層の 温位傾度が集中し て い る．八丈

島〜館野 間の他の 気象官署 ・ア メ ダ ス の 地上気象観測

デ
ー

タを参照す る と，南北 の 水平温度傾度が 特に大き

くな っ て い る と こ ろ は な く （第 2図も参照）， こ の 300

km 程度の 間 の 水平温位 （温度）傾度は ほ ぼ
一

定で あ る

一
方，そ の 南 と北 は温位が ほ ぼ

一
様の気団 と な っ て い

る．第 2 図 と第 6図 よ りT7 日09時 に は シ ヤ ーラ イ ン

は八丈 島よ り南だが ， 下層の前線は 八丈島と そ の 北 の

三宅島の 問 と考え られ，シ ヤ ーラ イ ン と前線 の ず れ が

現れ て い る，
一

方 ， 八 丈島の地上 〜900hPa の 温位は 12

時間 で ほ とん ど変化が な い の に 対 し て ，そ れ よ り上空

で は 温位が 低下 し て お り，上空 の 寒気が先行し て 流入

して い る こ とを示 して い る．

　第 6 図 の データ を （6）式 に 当 て は め，下層 の 前線面

の傾 き を 求 め る．地上〜850hPa の 静的安定度 は，前線

帯 の （∂θ／∂e ）， に つ い て は 館 野 に お け る 7 日09時 の

データ か ら，約 5K ／1500　m と見積 も られ る．同様 に 暖

気 内の （∂θ／∂z ）　u’に つ い て は，八 丈 島 の 6 日21時 の

データ か ら，約 8K ／1500 皿 と見積 もられ る．

　前線帯 の 水平温位傾度 （∂θ／ay）fi
一は 7 日09時の 八 丈
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島〜館野 間の 地上〜850hPa の 層を考 え る と ， 約
一6

K ／300km で ある．暖気内の （∂θ／の ）urはほぼ 0 と見 な

す ．す る と （6）式 か ら前線面 の 傾 き は負と な り，暖気

側へ 傾 く と考え ら れ る．そ の値は dz／dy〜− 1／100の

オーダーと な る．

　さ ら に，（4＞
”
式で ，f＝7 × 1舮 s

−1，　T ＝280K と す

る と ，

一（∂Ug／Oy）F 十 （∂Ug ／ay）w
〜− 5 × 10

−5s −1

と な る．こ れ は総観規模の高気圧 ・低気圧に関す る地

衡風渦度 の 値 と して 現実的な値 で ある．第 6 図の 850

hPa の 風 の 観測値 を地衡風の 近似値 と して 採用 し，前

線帯 として 7 日09時の 八丈島〜館野，暖気内と して 八

丈島 の 6 日21時〜 7 日09時 を考 え る と，

一
（∂Ug ／∂y）F

〜一
（12ノ ッ ト）／（300km ）＝− 2．0× 10−5s −1

，

一（∂ug ／

bV）w
〜（25ノ ッ ト）／（220　km ）＝＝ 5．7× 10

−5sLl
と な り，

オ ーダーは合 う．

　寒冷前線の 前線面 が 暖気側 に傾 き，前線付近 で 静的

安定度が小 さ くなる とい う こ と は，前線付近（＝シ ヤー

ラ イ ン の 北側）で対流雲が発生す る とい う観測事実 （第

1図 ， 第 3図） とも矛盾 しな い ．

　浜松 の 高層観測 （第 7図〉で は， 7 日09時に900〜800

hPa の層で 気温が低下し， 特 に 850〜800　hPa で 安定度

が 低 くな っ て い る．こ の層は湿潤で あ る こ とか ら，雲

域で あ る東方か らの 寒気 で あ る と考 え られ る （第 2図

参照）．

　 と こ ろ で ，こ の 前線 に 伴う水平温度傾度は，上述 の

八 丈島〜館野 の 水平温度傾度よ り，6K ／300　km 程度

で あ る．一
方，前 12時間 の シ ヤ ーラ イ ン の 移動速度は

岩瀬 （1985b）第 1 図と第 2 図か ら4．5m ／s 程度 と見積

もられ る．こ れ は顕著 な寒冷前線 の 移動速度が 一般 に

10m ／s 以上 で あるの と比較す る とか な り遅 い ．前線は

シ ヤーラ イ ン ほ ど明瞭 で ない が 同 じ速度で南下 した と

す れ ば，あ る地点 に お け る 気 温 の 下降 は0．3K ／h 程度

に しか ならな い が ，それが 半日以上続 くこ と に な る．

地 上 気温 の 時系列データ で は 日変化の 方 が 大 き く，前

線 に 伴 う気温低下 の 分離が不可能である．こ の よ うな

こ と も ，
こ の 現象が寒冷前線 よ りもシ ヤ

ー
ラ イ ン の 側

面 が 強調 さ れ た 理 由で あ ろ う．な お ， 八 丈島の 7 日 の

最高気温 は 14．0℃ （12時 10分），最低気温 は朝で は な く

20時50分 の 10．8℃ で，日 中 に 緩 や か な気温 の 下 降 が

あっ た こ とが 示 唆さ れ る．

　 Schultz　and 　Steenburgh （1999）は ロ ッ キー
山脈の

東で 暖気側 に 傾斜 した 寒冷前線 （す な わ ち 前方傾斜 型 ）
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第 7図 　浜 松の エ マ グ ラ ム，太線 は 気温，細線

　　　 は露点温度．実線は1984年 4月 7 日09
　　　 時，長破線 は 4 月 6 日21時，点線 は乾

　　　 燥断熱線 岩 瀬 （1985b＞ よ り．

の 事例 に つ い て 述べ ，前線 の 数100km 前方 に トラ フ が

位置し て い た こ と も示 して い る．そ の 事例 に つ い て

Stoelinga　et 　al ．（2002）は静的安定度の観点で 再解釈

し ， 寒冷前線前面 （暖気側）の境界層が 安定成層なの

で顕著 な前方傾斜 に な る と し た．こ れ に対 し て第 6 図

で は前線の 暖気側 は 900hPa よ り下 で は 温位 が ほ ぼ 一

定 で 静的中立 な混合 層 に な っ て お り， も し地上 〜900

hPa の 層を考え れ ば （6）式 か ら は 前線 は ほ ぼ 直立す る

こ とに な る，一
方，暖気側 の 安定度 の 高 い 900〜800

hPa で は前方傾斜が大 き くな り，特に こ の 高度 で 静的

安 定度 の 低 い 前線層 の 空気の 流入 が 顕著 に なる と考え

ら れ る．これ は第 6 図の 八 丈島 （7 日09時）や第 7図

の浜松 （7 日09時） に 見 られ る よ うに ，下層 の 混合層

の 上 に静的安定度の低い 空気層が流入す る こ とで 安定

度の低 い 層が特 に 厚 くな る こ と と矛盾 せ ず，ま た 特 に

そ の 先端で対流雲が発生 しや す い こ と も説明で き る，

　 4 ．まとめ

　関東地方 に 局地的悪天 を もた らす北東気流 の パ タ
ー

ン の うち ， 岩瀬 （1985a，
　 b）の提案した 反転型 の ， 1984

年 4 月 7 日の 事例 に つ い て 再検討 し た．この パ タ ー
ン

で は ， 大規模場 で は北東気流 に よ る 寒気移流 を特徴 と

し て持つ が ， シ ヤ ーラ イ ン （ト ラ フ） の 通過時に は気

温 が 低下 し な い こ と が指摘さ れ て い る．そ こ で ，本稿

で は まず，密度傾度 の 不連続 として の 前線 を考 え，前

線 と ト ラ フ の 位置が
一

致 し な い こ と と，前線面が暖気

側 に 傾 く と き は前線 の 暖気側 に トラ フ が 位置 す る こ と
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を 示 し た．問題 の 事例 は，トラ フ （シ ヤ ーラ イ ン ）・前

線 の 位置関係 や，気温低下が地上 よ り上 空の 方 が 先行

し て い る特徴 を 持 っ て い た こ とか ら，暖気側に傾 く前

線 で あ る と仮定した ．シ ヤ ーラ イ ン
・前線の 周辺 の 水

平温度傾度 と静的安定度の分布か ら は ， 前線面 の 暖気

側 へ の傾斜が 導か れ ， ま た，そ こ か ら計算 され る前線

の 傾斜 は ，地衡風渦度 （トラ フ ・リ ッ ジ の 分布） と も

矛盾し な い もの で あ っ た ．一
方，今 回 の 事例 に関して

は，Stoelinga　et 　al ．（2002）が 再解釈 した Schultz　and

Steenburgh （1999）の 前方傾斜型寒冷前線 と は，山岳

の 東側で発生 した とい う点や prefrontal　trough が 存

在す る点が類似 し て い た が，暖気側 の 境界層 の 静 的安

定度 が 低 い 点がそ の例 とは異な っ て い た ．
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R．eexamination 　of 　thピ
‘Northeasterly　Pattern　with 　the

Reverse−tilting　Circulation” Around 　the　Kanto 　region ：

　　Comparison　wlth 　the　Forward −tilting　Cold　Front

Naoko 　KITABATAKE

ルfθどθ o 厂ological 　Research 　Inst’ご躍 8，　 Tsuku わα 305−0052，ノapan

（R   eived 　17　September 　2002　Accepted 　l　l　August 　2003）

Abstract

　As　a　category 　ofthe 　surface 　pressure　pattern　which 　is　often 　accompanied 　by　a 　sustai 　ned 　northeast −

erly 　wind 　with 　the　local　cloudiness 　around 　the　coastal 　area 　ofthe 　Kanto　reglon ，　the
“

reverse
−tilting

circulat ｛on 　type
”

（lwase，1985a）was 　discussed，　assuming 　a　frontal　structurc 　which 　tilts　toward 　the

warm 　alr，　i．　e．　a 　forward−tilting　cold 　front，　A　front　defined　by　discontinuity　of 　the 　gradient　of

density，　can 　tilt　toward 　the　warm 　 air ．　Such 　 a　front　is　theoreticully 　expected 　to　be　accompanied 　by
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afrontal 　zonc 　which 　isstatically　less　stable ，　and 　by　a　trough 　and 　a　cyclonic 　wind 　shear 　in　the　warm

air，　not 　in　the 　fronta且zone ．　These　features　were 　found　 as 　a 　result 　of 　reexamination 　of　Iwase’s

（1985b）case 　study （7　April　l　984）．However，　the　beundary　layer　in　the　warm 　air 　was 　nearly 　statically

neutral ，　so 　thaUhe 　forward−tilt　of 　the 　cold 　frontal　surface 　was 　inferred　to　be　large　in　the　layer　of

900−800hPa ．
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