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じざる を得な い ． （福富慶樹）

　4 ．中層大 気科学 （MCO5 ：Middle　 Atmosphere

　　　Science）

　MCO5 ：Middle　Atmosphere 　Science（中層大気科

学） の シ ン ポジ ウ ム は ， 7 月 4 日 （金） と 7 日 （月）
〜11日 （金） の 計 6 日間 に わ た っ て 開催さ れ た ．報告

は 日毎 に 分 け て ，その 日に 口 頭発表 を し た 若手 に 執筆

をお 願 い した ，　　　　　　　　　　　 （内藤陽子 ）

　 4 日は 計 4件 もの講演キ ャ ン セ ル が あ っ た もの の ，

大気化学 （特 に オ ゾン ） お よび中層大気観測に つ い て

興味深 い 講演が行わ れ た．

　 Tabazadeh （米 ・NASA ）は ， 過冷却液相粒子褒面

上 で ，粒子核化が 内側 か らで は な く外側 か ら起 こ る こ

と を示 し ， 近藤 （東京大学），齋藤 （国立環境研究所）

は粒子表面上 で の 核化 を考慮 し て ， そ れ ぞ れ 脱窒 の メ

カ ニ ズ ム ，PSCs の 組成 に つ い て 議論 した ．松見（名古

屋大学） は，0 （1S）が高度40　km 付近 で の OH 生成

に 大 き く寄与 して い る こ と を示 し ， Lehmann （独 ・ア

ル フ レ ッ ド ・ウ ェ
ーゲナ

ー極地海 洋研究所）は，モ デ

ル 中で ある反応 に関連す るす べ て の 系 を 自動 的 に 決

定 ・評価 す るア ル ゴ リズ ム な ど を提案し た．Schlager

（独 ・DLR 大気物理研 究所）は ， 2003年冬季極渦内で 1

月中旬 に す で に脱窒，硝化が起 こ っ て い た こ と を明 ら

か に し，Khosrawi （国立環境研究所）は，　 ILAS の N
，

0 と 03の 相関か ら化 学 的 なオ ゾ ン 量 の 変 化 を 見積

もっ た．ま た ，
二 次元 モ デル を用 い て Dyominov （ロ

シ ア ・ノ ボ シ ビ ル ク ス 大学） は，人為起源物質 の オ ゾ

ン 層へ の 影響 の 度合 い を評価 した．

　水野 （名古屋大学）は，ClO の 高感度 ミ リ波観測 の

成功 を報 告 し，Kirkwood （ス ウ ェ
ーデ ン 宇宙物理研究

所）は ， 極域 レ
ーダー観測 か ら冬季中間圏に 荷電エ ア

ロ ゾル があ る可能性 を 示 し た．広野 （京都大学） は ，

大気 の シ アー乱流 か らの エ コ ーを観測し た結果 を報告

し，村 山 （通信総合研究所）は ， 夏季中層大気平均風

速 の経度差に つ い て議論 した ．　　　　　 （齋藤尚子 ）

　 7 月 7 日は中層大気 に お け る ， オ ゾ ン を含む大気微

量成分 の 化学 ・輸送 過程 に 関す る 研究 に 焦点が 当て ら

れ， 7件 の 招待講演 を含む 15件の 口頭発表，15件 の ボ

ス タ ー発表が行われた．

　午前中は ト レ ーサ ーガ ス の 成層圏分 布 とそ の変動に

関す る 発表が 集 中して い た．神沢 （国 立 環境研究所）

は，ILAS に よ り観測 さ れ た 微量成分 の 分布 か ら，両極

に お け る極渦内外の水平混合及び極 渦内 の 下降運動 を

見積 も っ た ，南極 で は HALOE の データ を 用 い て 同様

の 解析 が 行 われ て き た が ， 北極に関す る例は 少な い ．

午後は オ ゾン に 関す る発表 に 焦点が 絞 ら れ た ．中 で も

筆者 に印象深 か っ た の は，中高緯 度 の オ ゾ ン 全 量 の

年々 変 動 に 寄 与 す る 力 学 の 影響 を調 べ た Shepherd

（カ ナ ダ・トロ ン ト大 学 ） の 研究 で あ っ た ．彼 は
， 北極

に お け る オ ゾ ン の 強 い 年 々 変動 は，北極へ の輸送の変

動 が 化学過程 に よ り増幅 さ れ る 結 果 で あ り，近 年 の 北

極域 で の オ ゾ ン 減少は，輸送 の 負 の 変動 が，ハ ロ ゲ ン

元素の 化学過程 に よ り，強 く増幅さ れ た も の で あ る可

能性を示 し た．その 他，オゾン
ー

つ とっ て も発表内容

は多岐に わた り，長期変動，MLT 領域 の オ ゾン，1997

年北極 オ ゾ ン 減少 ， 他の局所的オ ゾ ン 減少な ど，様々

で あ っ た．も ち ろ ん モ デ ル の 話 も数 多くあ っ た．

　英語で の発表を理 解す る の は難 しい ．次回国際学会

で は，席取 り，予習 な どまず心構え か ら改め て挑 もう

と思 う次第で あ る．　　　　　　　　　 （岩尾航希）

　 7 月 8 目は，熱帯対流圏界面遷移層 （TTL ）内 で の

対流圏
一
成層圏問の 物質交換過程 （STE ）に関す る発表

が 目立 っ た ．Folkins （カ ナ ダ・ダル ハ ウ ジー
大学〉 は

TTL 内の 物理過程 を議論 し，　 Sherwood （米 ・
エ
ー

ル

大学）は対流 に よ る 圏界 面付近 の 非断熱的な冷却効果

を示 し， Gettelman（米・NCAR ）は空気塊が ゆ っ くり

と した 上昇流 また圏界面 に到達 す る対流に よ っ て 極低

温を経験 し成層圏 へ 入 る過程 を再確認 した．Rosenlof

（米 ・NOAA ）は 80年代か ら増加傾 向 で あ っ た成層圏の

水蒸気量 が こ こ 2 年間で 減少 し ， 熱帯域の 南北 へ の 伸

縮 と そ れ に と も な う循環場 の 変化が 影響 し て い る こ と

を示唆 した．山崎 （北海道大学）は空気塊が対流 ヒ空

の 高気圧循環 に 沿 っ て 旋 回 し な が ら低温域 を通 り成層

圏に入 る こ と を示 した．また江 口 （北海道大学）は季

節内変動 に と もな う圏界面付近の低温域で 巻雲が発生

しそれが TTL 内 の 水蒸気に影響を与え て い る こ と を

示 唆 した ，さ らに TTL 付近 の 微細構造が ，太平洋域 の

ゾ ン デ観測 （SOWER ）（塩谷，京都 大学）や赤道大気

レ
ーダー

（EAR ） （深尾，京都大学）に よ っ て 明 らか に

され つ つ ある．一
方 Gille（米・NCAR ）は 2004年打上

げ予定の AURA 衛星 （米国）か ら期待 され る 成果 を報

告 した ．今後 こ れ らの新 し い 観測 に よ っ て，TTL か ら

上層の微量気体成分 の 変動が解明 さ れ ， STE メ カ ニ ズ

ム の
一
層の 理 解が 期待 さ れ る．　　　　　 （江 口菜穂）
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　MCO5 シ ン ポ ジ ウ ム 4 日目 とな る 7 月 9 日 （水）に

は，一般講演14件 と招待講演 3件が行われ た．午前中

は対流圏 ・成層圏大気交換過程 に関す る発表 4 件 と 熱

帯下部成層圏の 力学 （QBO，鉛直流等） に関す る発表

4 件 ，午後 は 中間圏 ・ 下部熱圏の プ ラ ネ タ リ波 ・潮汐

波等に 関す る発表 5件 と成層圏 の 波の力学に関す る発

表 4件 と い う構 成 で あ っ た．特 に 興 味を 引い た の は

Smith （米
・NCAR ）の 中間圏・下部熱圏で 観測 さ れ る

準停滞性プ ラ ネタ リ波 に関す る招待講演 で，成層圏に

存在す る停滞性プ ラネタ リ波 に伴 う重力波 フ ィル タ効

果 の 経度依存性 が，中間圏で の 重 力波 砕 波 に 伴 う

wave 　drag の経度非
一
様性 を作 り出 し，冬季 中間圏界

面近傍 に卓越す る波数 1の 準停滞性プ ラ ネ タリ波 の 生

成 に寄与 して い る こ と を ， 明快 な図と共 に 示 し て い た ．

さ ら に ，冬季中間圏か ら夏季下部熱圏 に 連な る西風領

域が準停滞性プ ラ ネタ リ波 の 導波管の 役目 を果た し ，

夏季下部熱圏で 時折観測さ れ る準停滞性 プラネタ リ波

を もた ら し て い る こ と を示 した．筆者 の 発表も こ の 日

で あ っ たが，シ ン ポ ジ ウ ム も 4 日目とあっ て参加者も

減少＆ お 疲れ気味で ， 全体的 に 静 か な 1 日で あ っ た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（冨川義弘）

　 10日の午前は成層圏突然昇温に つ い て の 発表 が 中心

で あ っ た．そ の 中 で も2002年 9 月 に 衛星観測開始以来

初 め て 南半球 で 大昇温 が 起 こ っ た こ と を受け ， こ の事

例 に 関す る 研究が 多か っ た ．一
例を上 げる と 廣岡 （九

州大学）は 予報 モ デル の 結果 を用 い た 予測可能性に つ

い て ，西井 （東京大学）は昇温前 に 見 られた対流圏で

の ロ ス ビー波列に つ い て ， Swinbank （英 ・UKMO ）

は 6 月頃 か ら見 られ る 東西風 の 周期 的な変動 に 着 目

し，簡単なメカ ニ ス テ ィ ッ ク モ デル を用い た実験 に つ

い て の 報告 と い う よ う に研究内容 は多岐 に 渡 っ て い

た ，

　午後 は 8講演 中 5 講演が 招待講演で ，成層圏
一
対流圏

結 合 系 で の 変動 に つ い て の 話が 多か っ た．Baldwin

（米 ・ NWRA ）は北極環状 モ
ー

ド （NAM ），　 Thompson

（米・コ ロ ラ ド州立大学）は南極環状モ ード （SAM ）に

つ い て の 発表で あ っ た，両氏 と も単 に イ ン デ ッ ク ス の

符号で現象 を語る の で はな く，イ ン デ ッ ク ス の 鉛直構

造 の 違い で 区別 し，波活動度 と イ ン デ ッ ク ス の 関連 を

調 べ ，力学的な解釈に踏み こ んだ解析 を行 っ て い た ，

また，小寺 （気象研究所）は ENSO や 太陽活動の違 い

で 北極振動 （AO ）の モ ードに違 い が あ り，それ と対応

して成層圏 との繋が りが違うこ と を示 した、こ れ らの

発表 は NAM ，　SAM の 力学的な解釈 に 踏 み 込 む 上 で ，

イ ン デ ッ ク ス の み で 現象を認識す る の は危険で あ る こ

と を 示 唆 す る もの で あ っ た．

　 こ の 日は MIO5で 成層圏一対流圏結合系の 変動 に つ

い て の 発表があ っ たため，聴衆の移動が 激し く，発表

が掛持 ちで あ る人 もお り，慌た だ し い 雰囲気 で あ っ た ．

非常に 似通 っ た内容 の シ ン ポ ジ ウ ム が 重 な っ て い る と

い うの は残念で あ っ た ．成層圏 の 大規模 な変動を対流

圏と結合 して とらえるべ きだ とい う認識が 浸透 して い

る の で ， こ の 日に つ い て だ け言え ば中層大気 と い う括

りで は な く次回 に は新た に シ ン ポ ジ ウム が 作 られ て い

る こ と を期待 し て い る．　　　　　　　 （日尾泰子）

　11日 は，柴田 （気象研究所）が太陽活動の変化 に よ

る対流圏
一
成層圏変動 を発表 した以外 は，殆 どが 重力波

に関す る もの で あっ た，Alexander（米 ・NWRA ＞は

観測結果を重力波抵抗パ ラ メ タ リゼーシ ョ ン に組み込

む時の問題 点を述 べ た．雲解像 モ デ ル を用 い た研究で

は，Chun （韓国・ヨ ン セ イ大学）が 重力波生成 に 効 く

項を詳細に見積もり， 堀 之内 （京都大学） は MLT 領

域ま で カ バ ーした 3次元 モ デル を用 い て ， 対流と ク ラ

ス タ
ー

か ら生成 さ れ る 重 力波 の 特徴 を述 べ た．また

Chen （独 ・ヴ ッ パ ータ ル 大学）は 台風 に よ っ て 生成 さ

れ た重力波 の構造を発表 した ．衛星観測に よ る研究は，

Ern （独 ・ICG −1） に よ る重力波の運動量 フ ラ ッ ク ス と

水平波長の 全球分布，Preusse（独 ・ICG−1） に よる重

力波の 全球的な季節変化 を示 した 発表 が あ っ た ．Mar ・

quardt （英 ・UKMO ）は GPS ／MET 観測で，ノ イズ

と重力波を区別す る手法に つ い て発表した，辻野 （京

都大学）は赤道大気 レ ーダー
に よっ て 観測 され た高度

2 〜20km に お け る波動活動 を解析し た．津 N （京都

大学）は DAWEX の観測で 重力波活動を調 べ ，15〜20

km ， 25　km 以上 の領域 で 波動活動 が 見 られ た が ，そ の

間の 20〜25km の領域で は波状構造が 見られ な い と い

う，興 味深 い 現 象を発表 し た．GCM を用 い た 研究で

は，高橋 （東京大学）が重力波 の 全球分布 と，励起源

や 3 次元伝播特性を，辻 （東京大学）は QBO に 及 ぼ す

重力波の 役割が 東西半球で異な る こ と を、河谷 （東京

大学）は熱帯大西洋上空 で 見 られた重力波エ ネル ギー

の 生成 メ カ ニ ズ ム を発表 した ．　　　　　 （河谷芳雄）
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