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要 　旨

　午前 ii ］晴 れ た 夏の 日 （午前情天 日）の 午後 に 東京湾周辺 で 発生 す る 雲列 と，関東平野規模 の 局地気象お よび午後

の 降水 と の 関係 を調 べ る た め ，午前晴 天 凵を静止 気象衛星 の 可 視画 像 に 基 づ い て 6 つ に 分類 し，特徴的な 雲列が 現

れ た 2 つ の タ イ プ と快晴に 相当す る タ イ プ を 解析 し た．東京湾 を 囲む よ うな 雲 列 の 日 は，相模湾沿岸 で 南寄 り の 風

鹿 島灘 沿岸 で 束 寄 りの 風 が吹 き、午前晴 天 凵の 1・11で も格別，平 野 で
ノ
下
’
後 に 降水が あ る 日 （平野 降水 日） に な りや す

か っ た ．平野 降水 日 は 85〔｝〜500hPa の一ヒ空 の 湿 度 が 高 く、14時頃 ま で に 山岳 域 で 積乱 雲 が発生 し た ．雲列 は ，： の

積 乱 雲 や そ れ に 伴 う発 散 風 が 1 っ の誘 因 とな っ て発 達 し，雲 列 の 直下，多 くは埼 rミ県 南部 に 降水 を も た ら した．ほ

か の 2 つ の タ イ プ の 口 は ，上 空 の 湿 度 が平 均 的に 低 く積 乱雲 が 発生 しに くい だ け で な く，関東平 野 全域 で 南寄 り の

風 が 吹 い て 山 1房域 の 積 乱 雲 や 発散 風 の影 響 が 平 野 に 及 び に くい た め．半 野 降 水 日 に ほ と ん ど な ら なか っ た．

　 1．は じ め に

　高気圧 に 覆われ た 晴天 の 口で も，山岳域 で は毎日の

よ う に 広い 範囲 で雲が 発生 す る．こ れ は．日中発達す

る海風や谷風 な どの 局地循環 に よ り平野域 な ど か ら運

ばれ た 水蒸気 が ，［［1の斜面 を 滑 昇 し て 凝 結高度 に 達 す

るた めで あ る と考 えられる （水蒸気 σ）輸送 に つ い て は

例 え ば，木 村 ほ か，1997）．

　晴天 日 に 雲 が 発生す る の は 山岳域 だ けで は な い 、東

京環状 八 号線道路付近 の 上空 に 列状 の 積雲 が 現 れ る こ

と は，〕980年代 前半 に は知 られ て い た （塚本，1982）．

い わ ゆ る 環八 雲 で あ る．甲斐 ほ か （1995） は，こ の 雲

の 成 囚 は k 本 的 に 東京湾 ・相模 湾 か ら の 海風 と そ の 収

束に よ る 上昇流 に あ る と した．また、房総 半島上 に も

よ く積雲列 が 形成 さ れ る．特 に 半島南部 で は 山 の 斜面

に よ る 滑昇 も 加 わ る が，こ の 成因 も基 本 的 に は 太平

洋 ・東京湾か ら の 海風 と そ の 収束 に よ る ト昇流 で あ ろ

う． こ の ように ，水蒸気を集 め る 局地循環 と，そ の 水

蒸気 を 凝結高度 ま で 運 ぶ メ カ ニ ズム があ れ ば，平野域

で も組織的 な 雲 が 形成 さ れ 得 る．

’
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方，特に 夏 は，午前中よ く晴れ て い て も午後に な っ

て 雷雨 に 見舞 わ れ る こ と が し ば し ば あ る．こ の 夏 の 午

後の降水 は，局地循環 の
一

面 で あ る 地 E風系の 影響を

受 け る こ と が 知 られ て い る．藤i部 ほ か （2003＞ は，23

年間 の ア メ ダ ス データ を用 い て 1 午後 の 降水 の 地域分

布 と14時 の 地 W．pt，L系 に は 関係 が あ る こ と を示 した ．

　組織的 と い え ど も平野 域 に 発 生 す る 積雲 が ，い つ も

積乱雲 ま で 発達 し，降水 σ）原囚 に な る と は 思え な い ．

しか し，その 積雲 は局地循環 の 働 きに よ っ て 発生す る

こ と，局地 循環 と午後 の 降水分布 に は 関係 が あ る こ と

を考え る と，積雲列 の 形成 と午後 の 降水 に は 何 らか の

関係 が あ る と予 想 さ れ る．

　 こ れ まで に も積雲 の 出現 パ ターン と地上風系 との 関

係 を 調 べ た 研究 は あ っ た （例 え ば，井 上 ，2003 ；Inoue

a1Ld　 Kirnura ，2004）．し か し，そ の 出現 パ ターン と午

後 の 降水 との 関係 まで 言及 した研究は 見当ら な い ．こ

の 研究 の 目的は，衛星 画像 で 捉 えた平野域 の 雲列 を分

布 バ ターン で 分類 し，そ の 分布バ タ ーン と地上風系 な

ら び に 気 温 ・湿 度 との 対 応 を 調 べ る と と も に ，平野 で

の 午後 の 降水 と の 関係 を調 べ る こ と で あ る．

　第 2 節 で 使用 データ と解析 日 の 選 択方 法 を述 べ る，

第 3 節 で は，解析 口の うち，雲列 の 分布 パ ター
ン が 明

瞭 で 風 ・気温 の パ ター
ン 問 の 差異 が 最 も確認 しやす い
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［を代表 日 と し て 選択 し，雲列 パ ターン と地 上 気象 お

よび午後 の 降水 の 出現 との 対応 を概観 す る．す べ て の

解析 日に 対す る結果 は第 4 節で述べ る，第 5節で 対流

圏下層〜中層 の 湿度 と安 定度 を調 べ る，第 6節 で は，

ア メ ダ ス で 観測 され た 平野 で の 降水 の 開始位置 か ら，

雲列 の 降水 へ の 関与 を調 べ る．第 7節 で は，過去 の 研

究結果 と照 ら し合わ せ ，今後 の 課 題 を考察す る．

　 2．解析 の 概要

　2．1 使用 データ

　静止 気象衛星 「ひ まわ り」 の 可視両像 （高知大学気

象情報頁 http ：〃weather ．is．kochi−u ．ac ，jpfに よ る ；

以
．
ド，GMS 画像），ア メ ダ ス と気象官署 の 地上 観測値

お よ び館野の 高層観測値 を使用 した．こ こ で
， 地上気

温 は，湿潤 な 空気に着目 し て 0，005Km −1
の気温減率で

平均海而 の 高 さ に 補正 した ．こ の 論文 中 の 気 温 は ，こ

の 海面補正 気温 を表す．解析期間は ， PGM フ ォ
ーマ ッ

ト （上記 URL 参照）で 保存 され た GMS 画像 が 存在 す

る 1998年以 降 で 2002年ま で の 5 年間 の 6〜 8 月 と し

た．解析範囲 は 関東地方 （伊豆諸島 と小笠原 を除 く 1

都 6 県） と した．関東地 方を ほ ぼ覆う範囲 の 地形 と ア

メ ダ ス 地点 の 位置を第 1 図 に 示す．

　PGM フ ォ
ーマ ッ トで 保存 さ れ た GMS 画 像 （解像

度 0．02
°
） は，原因 は わ か らな い が ，全体的 に 緯度 ・経

度位置 が ず れ て い る こ とが 多 い ．そ こ で ，気象衛 星 観

測 月報の 日本付近切 り出 し画像 （解橡度 O．06D を用 い

て ずれ を補正 し た （付録 A 参照）．

　 2．2　午前 晴大日の 抽 出

　午前晴天 日は，午前中は関東平野 （関東地方の 海抜

150m 未満 と した 〉 の 広 い 範囲で か な り晴れ て い た 日

と し． 2 つ の 条件 ：

　  関朿平野 の ア メ ダ ス 地点 （4 要素 52地点．降水量

　　 73地点）を 対象 に， 6〜12時の 6時間に お け る平

　　 均 日照時間 が 4 時間以上

　  ト記地点 を対 象に，6〜12時 の 6時間 に 1mm 以

　　 一Lの 降水 が あっ た 地点 が 5 つ 以 下

を設定 し て 抽 出 した   の 条件 は 藤部 ほ か （2003）に

な ら っ て 加 え た が ，こ れ で 除外 さ れ た 口 は 1 口 の み で

あ っ た ．こ の 結果，460 日 の う ち 107日 が午前晴天 「1と

し て 抽出 さ れ た．なお ，中西 ・原 （2003） が 解析 した

東京で 短時間強雨が起 こ っ た 目 は，200〔〕年 7月 2 日 と

3 『を 除 い て 午前晴大 H に は 選 ばれ な か っ た ．短時間

強雨 H の 半数近 くは   の 口照時間が 1時間未満 で 午

前 中か ら 雲 が 多 め で あ っ た た め で あ る．
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第 1 図　 解 析領 域 の 地 形 と ア メ ダ ス 地 点 の 位 置

　　　　 （黒 丸）．実線 は 海岸線 お よ び 行政界 で あ

　 　 　 　 る．等 高 線 を破 線 で 表 す とと も に，1511m
　　　　以上 に 薄 い 陰影，1000m 以上 に 濃 い 陰影

　　　　 を付 けた，
一

点鎖線 の 枠 は，第2，3節 の 雲

　　　　景 の 計算範囲 を示 す，大 き い 黒 丸 は本 文

　 　 　 　 に 登場 す る地 点 で，Yo ：横 浜，　 Eb ：海 老

　　　　名，Sa ：相模 原，　Fu ：府 中，　Hc ：八 ⊥ 子，

　　　　Og ：小 河 内、　Ko 　l越谷．　Ur ：浦和，　Hn ：

　　　　飯能，Cc ：秩父，　Ma ：万場 ．　Km 　l 熊谷，
　　　　Kk ：久喜，　Cb ：千葉，　Ab ：我孫子，　Ka ：

　 　 　 　 鹿 島、Ho 　l鉾 田，Ts ：土 浦 で あ る．横 浜 ・

　　　　海老 名
・
府中 を相模地 域 ， 鹿島

・
鉾 田 ・

　　　　土 浦 を鹿島地域 お よ び小 河 内 ・秩 父 ・万
　　　　場 を秩 父 地 域 と定 義 す る．

　午 前晴天 1【は，藤部 ほか （2003） を参考 に，条件 ：

　 ・関東平野 の ア メ ダ ス 地点 を対象 に ，12〜24時の 12

　　時間 に お け る平均降水量 が lmm 以 ヒ （以下，平

　　野降水 日）

　 ・そ れ 以外 （以下，平野晴天 口 ）

を設定し て分類 し た．こ の結果 ， 107円 の午前晴大 1．iの

う ち，15H が 平野降水 H，92H が 平野晴大 H と な っ た ．

平野域 に は な くて も関東地 方の 山 岳域 で 午後 に 平均

1mm 以 一ヒの 降 水 が あ っ た 囗 数 を参考 に 示 す と，平 野

晴天 日92日 の う ち 23日 で あ っ た．

　 2．3　雲量 ・雲列型 に よ る分類

　 14時 の GMS 画 像 （た だ し，14時 の 画 像 が な い 場 合 は

12時 の 画像） を利 用 して ，午 前晴天 日を雲量 と雲列 の

分布パ ターン に より分類 した．こ こ で ，14時 に 注 日し

た の は，12時に は，お そ ら く解像度不足 の た め に 雲列

が 明瞭 で な い こ と が し ば し ば あ り，13時 の GMS 画 像

は 存在 し な い こ と が 多 か っ た た め で あ る．雲 は 種類 や

20 “
天 気
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雲頂高度 に こ だ わ ら ず， レ ベ ル 値が Z5 （ア ル ベ ド は 約

0．15）以 Hの ピ ク セ ル に 存在す る と み な し た．こ こで ，

閾値25は T14 時前後 の こ れ 以 上 の値は 雲 が あ る可能性

が 高 い こ と　（甲斐 ほ か ．1995） を考慮し て 決 定 し た，

ま た，利根川 か ら鬼怒川 に
一

致 し た 場所 に． レ ベ ル 値

24が 現れ る こ とが 多 い ．雲 が あ る可能性 は否 定 で きな

い が ，や や 不 自然 で あ る こ とか ら，こ れ を雲 と し て 拾

わ ない ように 配慮 した こ と も閾値 25 と した理 由 の 1 つ

で あ る．

　雲量 は，北緯 35〜36
卩・東経 139 ．5〜14〔L5

．
の 範囲 （第

1 図参照） に 着目し，雲が 存在す る と み な した ピ ク セ

ル の 面積 率 と した ．こ の 雲量 が 比 較 的少 な い と き に ，

2 つ の 雲列パ ターン が明瞭 に確認 で き る．そ こ で，雲

列 パ ターン を判別 で き な い もの も 含 め て ，

　  雲量 が 5 〜30％ で 房総半島か ら反 時計 回 り に東

　　 京湾 を 囲 む よ うな 雲列，雲列 が 我孫 チ付 近 で と ぎ

　　 れ て い て も よ い （以
．
卜，タ イ プ A ）

　  雲 量 が 5 〜30％ で ，房総半島 か ら 鹿島灘方面 へ ほ

　　 ぼ 直線 で 延 び る 雲列 （以下，タ イ プ B ）

　   雲量が 5 ％未満 （快晴 に 相 当．以下，タイ プ C）

　  雲量 が 30％以上

　  雲量 は 5 〜3D％ で あるが ，  と   へ の 分類 困難

　  14時 ，12時 と も に GMS 画 像 な し

に 分類 した．  ，  お よ び   の 分類 は 主観的 で あ る．

　第 1 表 に 分 類 結 果 を 示 す．  を 除 い て，各 タ イ プ の

出現 M数 は 20日前後 で あっ た．こ の 中 で 、タ イプ A は

約半数 の 9 口 が 平 野 降水 日 で あ っ た ．雲 罩：が 30％以上

で も平野降水 日は 1 日の み で あ っ た こ とか ら，タ・イブ

A の 日 は平野降水口 に な りや す い こ とが わ か る，

　 こ の 結果を統計 的 に 催認す る た め ，）n × 12 の 分割表

に 関す る 独 立性 の 検定を行 っ た ．こ れ は，仮説「雲量 ・

雲列型 と 平 野 降水 の 有無 は 独 立 （無関係）， が 適合す る

と き に 期待さ れ る頻度 と実際の 頻度と の ず れ を 表 す統

計 景：が ，自由度 （1’n ．．．．1 ）× （1
−
1　 1 ）の xL

’
分布 に 近似

的に 従 う こ と を利 用 す る検定 で あ る （例 え ば，橋 本，

工996）．た だ し，分割表 に 5 末満 の 頻度 が あ る と近 似 が

悪 くな る の で ， 5 以上 に な る よ う に 分割 を ま と め る な

ど の 処 琿 が 必要 で あ る．そ こ で、タ イ プ A の 11日 と 9

日 お よ び   〜  を ま と め た 78H と 5 日 の 2 × 2 の 分

割表 に し て κ
2
を求め る と20．9と な っ た、自由度 1 の

ズ は 危険率 5 ％ で 3．84，同 1 ％ で 6．63 の 値 を と る．こ

れ は，期待頻度 と 実際 の頻度 の ずれ が十 分大 き く，独

立性 の 仮説が 1％末満 の 危険率で 棄却で き る こ と を表

して い る．す な わ ら，タ ・イ ブ A の 雲 列 は，平 野 の 降水

第 1 表 　 雲 量 ・雲 列 型 と 平 野 で の 午後 の 降 水 の 有 無 に

　　　 よ る午前晴天 口の 分類 （口数），雲 量・雲列型

　　　 の 番号 は第2．3節 の 分 類 番 号 に 対応 す る．
一一一一一一一一一一．一．一一一．．一一一一．

雲景 ・雲列型

．．．．
平野 晴天 日 平野 降水 日 合

．
計

解
析
口

  タ イプ A

  タ イ プ B

  タ イ プ C

111925 910 202025

小 　計 55 1〔〕 65

参

考
日

  雲 量 ≧30％
　 　 　 　 　 　 1
  分類 困難

  画 像 な し一．．．

18163 l　 　 i　 lg
　 　 I3

　 　 　　 　 ／9
1　 ｛　 4

小 　計 　 　 　 　 　37 5　　 1　 　 　 　 42
　 　 ．L−−
15　　 　 　 1け7　 　 合 　計 　 　 　 　 　92」．

の 出現 と深 い 関係 が あ る こ とが 統計的 に 示 され た ．な

お，  〜  を ま と め て も結果 は 同じで あ る．

　2．4　解析 H の 選択

　解析日 は，雲列 と局地気象 や 午後の 降水 と の 関係 を

調 べ る 観点か ら，タ イ プ A 〜C の 65H と し た （付録 B

参照〉．タ イ プ C は比較の た め に加え て あ る．

　 こ こ で ，こ の 3 タイ プ に 分類 さ れ た 日の 総観場 の 状

況 を簡単に述 べ て お く，タ イ プ B と C の 日 は，太平洋

高気圧 に 覆われ た い わ ゆ る夏型 が 多 か っ た ．た だ し，

タ イ プ C の H に は 低気 圧 や 台風 の 通過直後 も あ っ た ．
…

方，タ イ プ A の 日は 夏型 が 少 な く，関東闇辺 の 気圧

傾度 は 緩 や か で あ っ た ，こ の た め ，藤部 ほ か （2002）

に な ら っ て 小名浜
・
銚子

・
石廊崎 ・高田 ・

新潟 の 9 時

の 海而気圧 を平面近似 して 求 め た地衡風 は，タ イ プ A

の 日に 弱 い 日が 多か っ た （第 2 図）．また．タイ プ A の

H の 風向は北寄 りが 多く，特 に 平野 降水 目 は す べ て北

寄 りで あ っ た 、各 タ イ プ の 地．ヒ風系 の 分布 は 次節 で 示

す が ，一
般風 が北〜南西 の と きの 風 系分布を調 べ た 河

村 （ユ977）の 結果 を 参考 に す れ ば タ イ プ A の H は 北

の 般 風 の と き の 風系分布，タ・イブ B や C の 日 の 多 く

は 南西 の
一般風 の と きの そ れ に な る と 予想さ れ る．

　 3 ，代表日の 雲，風 お よ び気温 の 特徴

　3 ，1 水平分布

　タ イ プ A の 平 野晴天 日 （A 〔Fine）；以 下，　 AF ），タ

イ プ A の 平 野 降水 日 （A （Rain ）；以下，　 AR ＞，タ イ プ

B お よ び タ イ プ C の代表 Fl （日付は 図 に 記載）の 14時

に お け る 雲、地上 風 お よ び海面補止 し た地上 気温 の 水

平分布 を第 3 図 に Ptす、

　 タ イ プ AF （第 3 図 a） の と き，相模湾 ・柬京湾 沿岸

で は 南 寄 り の 風 が 吹 き，鹿島 灘 沿 岸 で は東寄 りの 風 が
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第 2 図　関東地方周辺 の 9 時の 海面気圧 に 基づ い

　 　 　 て 計 算 し た 地 衡 風 ．タ イプ C の 台風 の 通

　　　 過 直 後 （2〔｝02年 8 月 20凵〉 の み ，図 か ら

　　　 は み 出る の で 省略 し た ．

吹 い て い た．こ の 朿寄 りの 風 は茨城県南部 を経由 して

我孫 子 ・越谷付 近 ま で 侵 入 し て お り，東京湾か らの 南

寄 りの 風 と の 間 に 強 い 靫束域 を形成 して い た．こ の 収

朿域付近 に ，東京湾を 囲 む よ うに 東西 方向に 雲 の 帯が

出現 し た．気温は，群馬県南部か ら埼玉県を とお っ て

山梨 県北部 の 地域が 最 も高 くな っ て い た．

　タ イ プ AR （第 3 図 b） で も相模湾・東京湾 お よ び鹿

島灘沿岸 の 風 向は タイプ AF と同様 で あ っ た、鹿 島灘

か ら の 風の 東京湾付近 へ の 侵入 こ そ 見 ら れ な か っ た

が，タ イ プ AF と 同様の 雲 の 帯が あ っ た ，タ イ プ AF と

の 大 き な 違 い は 埼 玉 県西部 の 奥秩父周辺 に あ っ た．雲

は多め で ，気温 は沿岸域 よ り も低め で あ っ た ．こ の低

温 は ，雲 に よ っ て 日照 が 減 っ た だ けで な く、す で に 雨

が 降っ て い た と こ ろ が あ っ た た め で あ る．

　 タ イプ B （第 3 図 c ）で は，相模 湾・東京湾沿岸 だ け

で な く ， 鹿島灘 沿 岸 も含め て関東平 野 全域 で南寄 りの ，

広域海風 （藤部
・
浅井，1979）を 思 わ せ る 風 が 吹い て

い た ．細 か く見 る と，房総半島 の 西側，例 え ば 千葉付

近 で は南西の 風 で あ っ た の に対し，半島の東側で は南

風 に な っ て い た．こ の た め，半島の 中央あ た りか ら鹿

島灘沿岸 に か け て 収束線 が 形成 さ れ，そ こ に 雲列 が 出

現 し た ．奥秩父周辺 の 雲 は 多 め で あ っ た が 雨 は 観測 さ

れ ず，気 温 は 沿岸域 よ り も高 め で あ っ た ．

　 タ イ プ C （第 3 図 d）の風 も タ イ プ B と ほ ぼ 同様で

あ っ た．ただ し，東京湾 か ら内陸へ 風向 に 沿 っ た地域

の 風速 は 強 め で ，そ れ に 伴 っ て 気温 の 等値線 が 内陸深

く延び て い た ．こ の 囗は 西南西 10　ms
−．1

を超 える 強 め の

地衡風 で あ っ た．お そ ら く そ の た め に 房総半島 か ら鹿

島灘沿岸 へ の 収朿線は 顕著 で は な く、そ こ に雲列 は 見

られ な か っ た．た だ し，雲列が な い こ と に っ い て は，

第 5 節 で 示す よ う に，対流 圏下 層〜中 層 の 湿 度 が低

か っ た こ とが 主 に 関係 し て い た と考え ら れ る ．奥多

摩 ・奥秩 父周辺 に 雲 は ほ とん ど な く，そ こ は 解析領域

内で最 も気温 が 高い 地域で あ っ た．

　代表 目 の 14時 の 結果だ け で は あ る が ，雲列 の タ イ プ

と地上 風 系は よ く対応す る こ と が わ か っ た．す な わ ち，

タ イ プ A の と き は相模湾沿岸 で 南寄 りの 風 鹿島灘沿

岸 で東寄 りの 風 で あ っ た が ，タ イ プ B や C の と き は 関

東平野 全域 で 南寄 り の 風 で あ っ た．各 タ イ プ の 地衡風

を考 えれば （第 2 図参照 ），こ れは河村 （1977）の 結果

と
一

致 す る．一
方，平野 で の午後の降水 の出現 に は，

奥秩 父周辺 の 気温 が 関係 す る こ とが 示唆 された．すな

わ ち，タ イプ AR の と き は，奥秩父周辺 の 気温が沿岸

域 の 気 温 よ り も低 か っ た ．

　 3．2　時間変化

　 14時 以 外 の 時間帯 に お け る局地気象 の 特徴 を 調 べ る

た め，前節 と同 じ代表 日の 風 お よび気温 の 時間変化 を

示す．た だ し，場所 は 相模地域，鹿島地域 お よ び 秩父

地域 に絞る （第 1図参照）．

　第 4 図 に ，相模地域 3 地点 お よ び鹿島地域 3 地点 に

お け るベ ク トル 平均風の 時間変化を タ イ プ別 に 示 す ．

相模地域 の タ イ プ AF で は， 9 時 頃 は 北 寄 り の 風 で

あ っ た が ，午後 は南寄 りの 風 が 吹 き続け た ．タ イ プ AR

も ほ ぼ 同様で あ っ た が ，20時以降西風 に 変化 した ．こ

れ は，八 王 子 周辺 で 10mmh
“i

を超 え る 降水 が あ っ た

こ とが 影響し て い た ．タ イ プ B と C は と も に，午前中

か ら終 日、南寄 りの 風 が 優勢 で あ っ た ．

　鹿島地域の タ イ プ AF で は ， 午前中か ら継続 して 東

寄 りの 風 が 吹 い て い た．タ イ プ AR で は，午前中 は弱

い 西 寄 り の 風 で あ っ た が ， 午後は タ イ プ AF と同様東

寄 りの 風 とな っ た．タ イ プ B と C で は，相模地域と同

様 ほ ぼ 終 日，南寄 り の 風 で あ っ た．

　 こ の よ うに，第 3図 で 見られ た タ イ プ別の 風 の 特徴

す な わ ち タ イ プ A の と き の 風 向は相模湾 沿 岸 （相模地

域 ） で 南寄 り，鹿島灘沿岸 （鹿島 地 域） で 朿寄 り，タ

イ プ B と C の と き は ど ち ら の 地域 も南寄 り と い う特

徴 は，遅 く と も正 午 以 降，降水 が あ れ ば そ の 影響 を受

け る ま で継続し て 見 られ た ．
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代 表 日 の 14時 に お け る 雲 （ア ル ベ ド0．15以 上 ：白抜 き ），地 上 風 （矢 羽 ）お よび海 面補正 した地上 気温 （太

い 実線）の 水平分布，（a ｝タ イ プ AF 、（b） タ イプ AR ，（c ＞タ イ プ B お よ び （d） タ イ プ C．図 中の 数

字 は 等 値 線 上 の 気温 （℃ 〉 を 表 す、

　第 5 図 に，秩父地域 3地点 に お け る相模地域 3地点

か らの 海 面補 正 気温差 の 時間変化 を タ イ プ別 に 示 す．

午前中は 気温差 に タ イ プ に よ る違 い は ほ とん ど 見 られ

な い が ，13〜14時を境 に 違 い が 明瞭 に 現 れ た．タ イ プ

B と C で は，20時頃 ま で 秩父地 域 （11i岳域）の 気温 の

方 が 相模地域 （沿岸域） の 気 温 よ り も高 い 状態が続 い

た．こ れ は ，広域海風 の よ う な風 が 発 達 す る 要 因 の 1

つ と な る．タ イ プ AF で は、同様 の 状 態 は 長続 き せ ず，

17時 頃 に は 相模 地 域 の 気 温 の 方 が 高 くな っ た ．タ イ プ

AR の 変化 は も っ と顕著 で ，秩父 地域 の 気 温 は 14時頃

に 急激 に ドが っ た． こ れ は，前述 の よ う に ，この 頃 に

奥秩父 周辺 で 降水 が あ っ た た め で あ る．

　 こ の よ う に ，第 3 図 で 見 られ た タ イ プ AR で の 奥秩

父 周 辺 （秩父 地域〉 の 気温 が 沿 岸域 （こ こ で は 相模地

域） の 気温 よ り も低い と い う特徴は，タ イ プ AF と の

区別 も考え る と，1・1〜16時 に 現 れ て い た ．

　 4 ．解析 日の 風 および気温 の 特徴

　4．1 風 の 特徴

　 タ イ プ A 〜C の す べ て の 解析 口 に つ い て ，14時 の 鹿

島地域 と 相 模地域 に お け る 風 向 の 関係 を 第 6 図 に 示

す ．タ イ ブ A の 事例 は 概 ね左側 の
一

点鎖線 の 枠内 に
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第 4 図　柑 模 地 域 （SB 　area ：横 浜・
海老 名

・
府中）

　　　　お よ び鹿島地域 （KS 　area ；鹿島・鉾田・

　　　 土浦） に お け る ベ ク トル 平 均 風 の 時 間 変

　　　 化．それ ぞれ の タ イ プ の 代表 口 は第 3図

　　　　と同 じ．矢羽 と記 号 C の 凡 例 は第 3 図 の

　　　　とお り．

　^ 49

冨
2

語・

呈を

8
お 一4
Σ　　　
o一 ・6
　 　 　 9　 10　 11　12　 13　14　15　16　17　t8　19　20　21

　　　　　　　　　　 Time ｛JST ）

　 第 5 図　秩父地域 （CM 　area ；小河 内 ・秩 父 ・万
　　　　 場 ）に お け る相模地 域 （SB　al

−
ca ；横浜・

　　　　 海老名 ・府中） か らの 海面補正気温差 の

　　　　 時 間変化．そ れ ぞ れ の タ イ プ の 代表 日は

　　　　 第 3 図 と 同 じ．

入 っ て お り，タ イ プ B や C の 事例は概ね 右側 の
一

点鎖

線 の 枠内 に 入 っ て い る、 2 つ の 枠 か ら外 れ た の は タ イ

プ C の 5 日 の み で ，低気圧 （3M ） や 台風 （1 日） の

通過直後あ るい は北東気 流場 （1 口）の ときで あ っ た．

　雲列 の タ イ プ と地 上 風 の 風向 は よ く対応 し，タ イ プ

A と ほ か の 2 タ イ プ と は，鹿島地域 の 風向 に顕著な差

が あ る こ と が 示 さ れ た．な お ，タ イ プ AF と AR の 鹿

島地域 の 風 向に は，分離 で き る ほ ど の 系統的な差 は な

い ．こ れ は，午後 の 降水 の 出現 に は．当然 地 ヒ風だ

け で な くほ か の 要素 も関係 す る こ と を 表 して い る．

　4．2　気 温 の 特徴

　タ イ プ A 〜C の す べ て の 解析 日 に つ い て ，14時 の 鹿

島 地 域 と秩父地域 に お け る 相模地域 か ら の 海 面補正気

温差 の 関係 を第 7 図 に 示す．タ イ プ AF ，　B お よ び C の
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第 6 図　14時の 鹿 1島地 域 と相 模 地 域 に お け る風 向

　　　 の 関係 ，一
点 鎖線 は ，相摸地 域 の 風 向が

　　　 南東〜南西 で，鹿島地域 の 風 向 が 北 東

　　　
〜南 東 （左 側 ） と南 東〜南 西 （右側） の

　　　 範囲を表す．

事例は横の破線 よ りも上側 に 集中 して い る の で，こ れ

ら の タ イ プ の 秩 父 地域 の 気 温 は，概 し て 相模 地 域 の 気

温 よ り も高い ．もう少 し詳 しく見 て み る．タ イ プ AF は

縦 の 破線 よ りも左側 に 多 く分布し て い る の で ， 3 地域

の 中で 鹿 島地域 の 気温 が最 も低 い タ イ プ で あ る．タ イ

プ B は 反対 に 縦 の 破線 の 右側 に ほ と ん ど が 分布 し て

お り，相模地域 の 気温 が 最 も低 い タ イ プ で あ る．鹿島

地 域 の 低 温 は 鹿島灘海風 の 優勢 （こ こ で は タ イ プ

AF ），相摸地域 の 低温 は相模湾海風 の 優勢 （こ こ で は

タ イ プ B ） を そ れ ぞ れ 示 唆 す る の で，こ れ は必然 の 結

果 と も言え る ．タ イ プ C は 斜 め の
一

点鎖線 よ り も左上

側 に 多 い の で ，秩 父地域 の 気 温 が最 も高い タ イ プ で あ

る．

　 こ れ ら に 対 し，タ イ プ AR の事例の み が 1 日 を除 い

て横の破線よ りも下側 に あ る．この タイプ の 秩父地域

の 気温は ， 相模地域の気温 よ りも低い と い う大きな特

徴 を持つ ．こ の 卞 な 原因 は t 第 3 節 の 代表 日 と 同様 ，

14時 まで に 秩父地域周辺 で 降水 が あっ た こ と で あ っ た

（図 は 省略〉．な お，秩 父 地域 の降水 に よ る低温 は，第

1表 の 参考 日 も含め て 調べ て み る と，タ イ プ AR と い

う よ り平 野降水 日 の 特徴 で あ っ た ．こ れ は ，中部関東

域 で 対 流性降水 が あ る E］は，口光周辺 お よ び奥秩父 周

辺 で ほ か よ り も早 く降水が 始 ま る こ とが 多 い と い う齋

藤 ・木村 （1998） の 結果 と符合す る．
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第 7 図 14時 の 鹿島地 域 と秩父 地 域 に お け る 相 模

　　　 地域 か ら の 海面補 正気温 差 の 関係 ．
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第 8 図
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9 時の 館野 に お け る タ イプ別 に 平 均 し た

相対 湿 度 （左図 ） と標準偏差 （右図）の

鉛直分布，タ イフ
：
B の 平．野降水 日は 1 日

の み で あ る の で ．平野 晴天 日 と 区別 せ ず

平 均 し た ．

　 5 ．解析 日の 湿度お よび安定度の 特徴

　5．1　相対湿度の 鉛直分布

　 9時 の 館野 の 高層観測値 を使 っ て，対流圏 ド層〜中

層 の 湿度を 調 べ た ．第 8 図 は タ イ プ別に平均し た相対

湿度 と標準偏差 の 鉛直分布 で ある，タイ プ に よ る湿度

差 は85（）hPa よ り上 空 で 大 き い ．そ こ で は タ イ プ C が

最 も乾燥 し，タイ プ AF と B はそれ よ り もや や 湿度 が

高 く，タ イ プ AR が 最 も 湿 っ て い た．標 準 偏 差 は

800〜700hPa に か け て ．タイ プ AR が ひ と き わ 小 さ く

な っ て い た ，こ れ ら は，タ イ プ AR の H は 85〔1〜50〔｝

hPa の 高 さ が ，特 に 8DO〜700　hPa の 高 さ は ほ と ん ど常

に ，よ く湿 っ て い る こ と を表 して い る．

　 5．2　安定度指数

　前節の 結果を見る と．雷雨 を予測 す る際 に 利用され

る 安定度指数 の 1 つ で あ る K −index （例 え ば，藤 部 ほ

か，2〔〕02 ：日『1
．
1ほ か ，2002 ；河野 ほ か ，20U4）：

　　 K −lndex− 7羸、．7き冂u 十 Tds　r，［1 − （7》。u
− TdTuu）

に ，タ イ プ に よ る 差 が 現 れ や すい と 予想 さ れ る． 9 時

の 館野 の 高層観測値 か ら 求 め た K −indexの 頻 度分布

を 第 9 図 に 示 す．K −indexは 値 が 大 き い ほ ど不 安 定度

も大 き い こ と を示 1唆す る が，タ イ プ AR の 9 日 は すべ

て 25℃ 以 上 の と こ ろ に 分 布 し て い る，第 7〜 9 図 と第

1 表 の 参考 日 （図 は 省略） の 結果 を あ わ せ る と．平野

降水 日 は 850〜5〔｝D　hPa の 湿度 が 高 い た め．K −indexが
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第 9図
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　　　　　膩舶 dex《
°C）

9時の 館野 に お け る Kindex の 頻度分布

人 き くな っ て 積乱雲 が 発達 しやす く，14時頃 まで に 秩

父 地域周辺 で 降水 が 発生 し て，そ の 地 域 の 気温 が 下

が っ た と ま と め られ る だ ろ う．

　本題 か ら は ず れ る が、Kindex を用 い て 平野 降水 凵

を 予 測 す る と き は，雲 列 タ イ プ （あ る い は鹿島地 域 の

風 向）も考慮す る と 空振 りが 少な くな る こ と が わ か る．

例 え ば，タ イ プ A 〜C で Kindex が 25℃ 以 上 の H は 22

日 あ る が ．タ イ プ B と C の 18日 は 予 め 候補 か ら 除 く こ

とが で き る．た だ し，タ・イ ブ A 以 外 の 日に は半野降水
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第 10図 　200〔｝年 8月 8 凵 の 15〜17時 に お け る 1時 間 ご との 雲 （アル ベ ドU．IJr以 上 ；白抜 き），地 上 風 （矢 羽 〉， 1

　　　 時間降水 量 （1］D お よ び海面補正 気温 （破 線） の 水 平分布．降水量 は 円 の 面積 に 比 例 す る．図中の 数字

　　　 は 等値線上 の 気温 （℃ ）を表す．

口が な い とい うわ けで は な い の で （第 1 表参照），見逃

しに つ い て は 言及 し ない ．

　 6．雲列の 降水へ の 関与

　平野降水 Ilに は 秩父地域 な どの 山岳域 で 積乱雲 が 発

牛 し や す か っ た と い う結果は，齋藤 ・木村 （1998）も

述 べ て い る よ うに ，平野 で の 午後の 降水 の 主 な原因は ，

山岳域で 発生 した積乱雲の 平野域へ の移動 に あ る こ と

を暗 示 す る．こ こ で は，そ れ よ り も む し ろ タ イ プ A の

雲列が 降水の 出現 に 関与す る か ど う か を 調 べ る．

　第 10図 に ，2000年 8 月 8 日 （代 表 口 と 同 じ 口） の

15〜17時に お け る 1 時間ご と の 雲 ， 地 ．ヒ風、 1 時間降

水量 お よ び海面補正 気温 の 水平分布 を示す，14時 （第

3図 b）と比 べ て 15時 （第10図 a ）の 雲列は，府中と我

孫 r一付近 で 北上 が 顕 著 で あ っ た．16時 （第 ］O図 b｝に な

る と，越 谷 付 近 の 風 向が南寄 り に 変わ り， こ の 付 近 の

雲列 も広 が る よ うに 北上 した．雲列 が 不明瞭 に な っ て

き て い る の は，太 陽 高度 が 低 くな っ た こ と に よ る ア ル

ベ ドσ）減少 と考 え ら れ，必ず し も雲 が 消滅 しっ っ あ っ

た と い うわ け で は な い ，
一

方，15時に 茨城県北部 に あ っ

た降水域 が 中音隊 で 南下 して きて い た． こ の 降水域 の

西側 に は，24
［
℃ 以下 の 冷気 プ ール か らの 発

．
散風 と思 わ

れ る6ms 　
1
前後の 強 い 風 が あ っ た ，ユ7時 （第 IO図 c）に

は，発散風 に よ っ て 強 ま っ た 東寄 りの 風 は，埼 玉 県北

部 の 高温域 ま で 達 し て い た ．浦和 の 降水 は ，こ の 強 い

風 が 雲列付近 の 海風 の 収束を強め ，そ れ に よ っ て 発達

した 雲列 が もた ら し た もの と み る こ とが で き る．

　 もう 1 つ の 事例 （1998年 7 月 4 口）を示 す （第 11図）、

14時 （第 11図 a）に は，鹿島灘 か ら の 東風 が 越 谷付近 ま

で 侵 入 し て お り，相模湾 ・東京湾 か らの 風 との 問 に 雲

列 が 形成 され て い た．15時 （第 11図 b）に な る と，雲列

の 位置か ら北側 の 埼玉 県中央部 に 雲の 固 ま り が 出現

し，直 Fの 浦和 で は 降水が観測 さ れ た．栃木県南部に

降水域 と冷気プー
ル が あ っ た ．し か し，そ こ か ら の 発

散風 は 確認 で き な い ．16時 （第 11図 c ）に は，23区か ら

栃木県に か け て の地域は
一

続き の雲に覆わ れ た．前 2

時間の 雲の位置と降水域 を見る と ， 降水に は 至 ら な い

雲 が，西 の 山岳域 か ら ヒ空 を足早 に 東進 し て 雲列 の 発

達 を 促 し た よ うに 思 え る．こ の 論 文 で 利 用 し て い る

データ で は，こ の 発達の 原因 は わ か ら な い が ，雲列 （こ

の 付近 の 海 1虱の 収束） が 降水 に 関 与 し て い た こ と は 間

違い な い よ う で あ る．

　 タイ プ AR に お ける平野 （こ こ で は，埼 玉 県 ・東京

都 ・神奈川県 の平野域）で の降水へ の 雲列の関与を第

2 表 に ま と め る．平野降水 へ の 雲列 の 関与 が あ る と判

断 で きた llは，図で 示 した H も含 め て 911 の う ち 711

あ っ た， こ の 7 日間 の 平 野降水 の 開始時刻 は 14〜17時

で 3時 間程度 の 幅 が あ っ た が，開 始 場 所 は ほ と ん ど が

埼 玉 県南部 で あ っ た ．しか し，200〔降 8 月10日 は 埼玉

県北部 に あ っ た ．こ の 日14時の 鹿島地域 の 風 向は 145
冂

で ，タイ プ AR の 中 で は最 も南寄 りで あ っ た （第 6 図

で は 唯
一．右側 の

一
点鎖線 の 枠内 に 入 っ て い る ）．逆 に ，

2001年 8 月 1 日 の開始 場 所 は 神 奈 川 県内 に あ っ た ．鹿

島地域 の 風向 は 48  最 も北寄 りで あ っ た．こ れ ら の 結

果 は ，タ イ プ A の 雲列 に 対応 す る 降水 の 開始場所 は ，

埼玉 県南部 に 位置す る こ と が 多い が ．鹿島地域 の 東風

の 南成分 が 大 き くな る と き に 北偏，北成分 が 大 き くな

る と き に 南偏 す る こ と を示峻 して い る と考 え られ る 、

　
一

方，雲 列 の 関 与が 確認 で き な か っ た 日 は 2 日 で ，

そ の う ち 2  02年 8 月 1 日 は 夜遅 く な っ て 降水域が南下
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し た．齋藤 ・木村 （1998） や 岩崎
・大 林 （1998） は、

日没後谷 風 か ら 山風 に 交替 す る 頃 に 呼応 し て ，山麓域

で 積乱雲 の 発生 が多 くな る こ と を 指摘 して い る．こ の

H は，こ の ［1［麓域 で 発生 した積乱雲 が，海風 の 後退 と

と も に 平野域 に 移動 した もの と推察 さ れ る．

　な お，第10図 の よ うに ，山岳域 で 発生 し た 積乱雲 や

それ に 伴 う発散風 が 雲列の 発達に寄与す る と判断で き

た H は，雲列の 関与が あ る と 判断 さ れ た 71ヨの う ち 4

日で あ っ た．

　以 上 の 結 果 を 踏 ま え，タ イ プ B と C の 日 の 降水 も調

べ た （図 は 省略）．こ れ らの タ イ プ で も，山岳域 で 降水

が 観 測 さ れ た 日 は あ っ た ． し か し，第 3 ， 4 お よ び 6

図 に 示 さ れ る よ う に ，関朿平野全域 で 南寄 りの 風 が 吹

き，山岳域 の 積乱雲や発散風 の 影響 が 平野 に 及 び に く

い た め，平野降水日 に な り に くか っ た と 考 え ら れ る、

た だ し，タ イ プ A で も平野晴 天 ［に な る こ と が あ り，

そ の 日 の 上 空 の 湿 度 は タ イ プ B と 同程 度 に 低 か っ た

こ とか ら，平野降水 H と平野晴 天 口 を分 け る i た る要

因 は，当然 な が ら lt空 の 湿 度 に あ る と言 え る，

第 2 表 　雲 列 の 平野 降 水 へ の 関 与 と 降 水 開 始 に 関す る

　　　 諸 デー
タ，

一 一一一 一一
平 野 降水の 開始

h

雲列 の
積舌L雲 3卜

年月 日
地　点

起　時

（時）

降水量

（mmh1 ）
関 与

21 や発 散 風

の 寄与
2レ

1998．7．4 浦　和 15 6 ○

1999．8．12 浦 　和 16 ユ2
　 　 1

○ 　 1

2000、7．2
2DO〔〕．8，8

飯 　 能 i

浦　和 11417

7　　
12

91
）1

（2
〔一）

2000，8，ユ〔， 久 　 喜 17 34 ．：⊃ ○

2〔》01，7．24 越　 谷 17 2 1
．
）

ヨ001，7，3111 ｝ 一 一

2001．8．11 相模 原　　16

20‘〕2．8．　1　　翕旨　　谷　　　　21

81　

1
〔．）

、
ノ

　 7 ．考察

　東京湾周辺 に タイ プ A の 雲列 が 現れ る と き，一般風

は 弱 い か北寄 りで，鹿島地域 で は 東寄 りの 地一ヒ風 が 吹

い て い た．1・II様 の 結果 は Inoue　 and 　 Kin 】ura （20〔」4）

も 示 し て い る が，こ の 論 文で は 降水 に も着 FIし，タ イ

プ A の 目 は 平 野 降 水 ［ に な りや す い こ と を示 した ．

　 タ イ プ A の 平 野降水 口で あ る タ イ プ AR の 9 日 の

う ち 7 日で 平野降水 へ の 雲列 の 関与 が あ り，そ の 7 目

の うち 4H で積乱雲や そ れ に伴 う 発散風 の 寄与が 認 め

られ た ．積乱雲 に 伴 う発 馼風 が海風 の 収束域付近 で 積

乱 雲 を 発 生 ・発 達 さ せ 得 る こ と は 、東京 の 短 時間強雨

1 ｝雲列 の 関与 を見 る た め，埼 」k県 ・東 京 都 ・神 奈 川 県

　 の 平 野 域 の み を 対 象． 2地点以 上 で 降水が 観測 さ れ

　 た 場 合は，降 水 量 が 最 も多か っ た地 点 を記 戟．
2 ）関与 ・寄 与が ある と判断 で き る 場合は 〔一），で き ない

　 場 合 は空 欄 ．
3 ）ア メ ダス の 降水域 か ら類推

4 ）埼 玉 県 ・東京 都 ・神 奈 川 県 の 半 野 域 で は 無観測．

を調 べ た 中西
・
原 （20  3） も示 し て い る ．と こ ろ が ，

7 日 の 残 りの 3 口 で は積乱 雲 や発散風 の 寄 与は 確認 で

きなか っ た．こ の 3 日間 の 雲列 を発達さ せ た 原因 を調

べ る に は，赤外 ・水蒸気画像や レ ーダーな ど の データ

の 利用 も検討す る必要 が あ る．今後 の 課題 で あ る．

　雲列 の 関与 が 認 め ら れ な か っ た 2 口 の う ち 1 日は ，

夜遅 くな っ て降水域 が 南下 した ．中西 ・原 （2003） に

も罰 時以降 に 関東平野南部 に 南下 し た 事例が あ っ た．

岩崎 ・大林 （1998） は ，群馬県半盆地域 （山麓域） に

お け る積乱雲発 生 時刻に，14〜16時と 18〜玲 時の 2 圖

の ピーク が あ る こ と を 示 し て い る．上 述 の 夜 遅 くの 降

水 は ，こ の 2回 目 に 発生 し た 積乱雲 が 海風 の 後退 と と

も に 関東平 野 域 に 南下 し た結果 と 推察 さ れ る．した

20（14｛r10 月 27
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が っ て ，関東平野域 に お い て も，タ イ プ A の 雲列 が 関

与 す る時間帯 と， 夜問の海風が後退 す る時間帯の， 2

回 の 降水 が 起 こ りや すい 時間帯 が あ る こ と が 示唆 さ れ

る．多くの データ を集め て検討 した い ．

　雲列が 関与 し た 降水 の 開始場所 は ，東京都心 か ら目

と鼻 の 先 で あ る埼玉 県南部が 多か っ た ．第2．2節で述 べ

た よ う に ，こ の 論文 で は午前中 よ く晴 れ た 目を選 ん だ

た め ， 東京の 短時間強雨 日 は ほ とん ど対象 日に 含 ま れ

な か っ た．今後，雲 が 多い 口に も対 象を広 げ，雲列 と

都市豪雨 と の関連 も調べ て い きた い ．雲列 の 位置 は，

鹿島地域の 東風 の 北成分 が 大 きくなる ときに 南偏 す る

と 示唆 さ れ た、一
方，吉門 （1990） は，雲列 の 位 置 に

対応す る と 考 え られ る海風 前線 の 内陸へ の 侵 入 〔北上）

が ，東京 の ヒ
ー

トア イ ラ ン ドに よ っ て 抑制 さ れ る こ と

を指摘 して い る．した が っ て ，雲列 と都 市豪 雨 の 関連

を調 べ る こ とは，ヒ
ー

トア イ ラ ン ドと都市豪雨 の 関係

の 解明 に 頁献す る こ と も期待 で き る．

と と も に ， 鹿島地域 の 東風 の 南成分 が 大 き くな る と き

に 北偏 ，北成分 が 大 き くなる と きに 南偏す る こ とが 示

唆 さ れ た ．

　  タイ プ B や C の 日は，850〜5GO　hPa の 湿度が平

均的 に 低 く積乱雲 が 発生 し に くい だ け で な く，関東平

野全域 で 南寄 りの 風 が 吹 い て 山岳域 の積乱雲 や発散風

の 影響 が 平 野 に 及 び に く い た め，平野降水 日 に ほ とん

ど な らな か っ た．ただ し，タ イ プ A で も平野晴天 日 に

な る こ とが あ り，そ の 日 の ．L空 の 湿度は タ イ プ B と同

程度 に 低 か っ た こ とか ら，平野降水 日 と平野晴天 口 を

分 け る 主 た る 要因は，当然 な が ら ト空 の 湿 度 に あ る と

言 え る，
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　 8 ．ま とめ

　  ／998〜20C）2年 の 6 〜 8 月 か ら107U の午前晴天 日

を抽 出 し，静 止 気象衛 星 「ひ ま わ り」 の 可視画像 に 基

づ い て 6 つ に 分類 し た．

　  解析日 は，6 つ の タ イ プ の う ち ，東京湾 を囲 む よ

うな雲列が あ る 日（タ イ プ A ；20日 ），房総半島か ら鹿

島灘方面 に 延び る 雲列 が あ る 日 （タ イ プ B ；20目）お

よ び 東京湾周辺 が 快晴 に 相当す る 日 （タ イ プ C ；25口 ）

の 3 っ と した ．

　  雲列 の タ イ プ と地 E風系は よ く対応 し，タ イ プ

A の 「iは相模地域 で 南寄 りの 風 鹿島地域 で 束寄 りの

風 で あ っ た ．一方，タ イ プ B や C の 日 は関東平 野 全 域

で 南寄 りの 風 で あ っ た ．

　  平 野 降水 H は ，午前晴 大 日107 日 中 15日 （解析 日

65日 中10日）あ り，そ の う ち 9H は タ イ プ A の 口 で

あ っ た ．タイ プ A の 日が 格段 に 半野降水 日 に な りやす

い こ とが 統計的に 示 さ れ た．

　  平野 降水 口 は850〜500hPa の 湿度 が 高 い た め ，

K −index が 大 き くな っ て 積乱雲 が 発 達 しや す く，14時

頃 ま で に秩父 地域 周 辺 で降水 が 発生 し て，そ の 地 域 の

気温 が 相模地域の 気温 よ り も低 くな っ た ．

　   タ イプ A の 雲列 が 降水 に 関与 し た 日 ぽ 平 野 降

水 H9 日 の う ち 7 日 あ っ た ．こ の雲列は，秩父地域な

ど山 岳 域 で 発 生 し た 積乱雲 や そ れ に 伴 う 発散風 が 1 つ

の 誘 因 と な っ て 発達 し，雲列 の 直 ド，多 くは 埼 玉 県南

部 に 降水 を もた ら し た．た だ し， こ の 降水位 置 は 雲列

　付録 A

　 高知大学 気象情報頁 に あ る PGM フ ォ
ー

マ ッ トで 保

存 され た GMS 画像 （解像度〔〕．〔｝2
”
）は，原因 は分 か ら

な い が ，全体的 に 緯度 ・経度位置 が ずれ て い る こ とが

多 い ．そ こ で，低解像度化 し た GMS 画 像 が ，気 象衛 星

セ ン ター提供 の 気象衛星観測月報 の 日本付近切 り出 し

画像 （解像度 0．06
’
；以下，JPN 画像）と

一
致 す る よ う

に，以下 の よ う に ずれ を 補 正 し た．

　  北緯 34．7〜35．6
°・東経 139．8〜140．7

’
の 範 囲 に 着

　 　 目す る．

　  JPN 画像の ⊥つ の ピ ク セ ル に 収 ま る GMS 画像

　 　 の ピ ク ゼ ル を 選 び 出 し半均 ア ル ベ ドを求 め る．

　    の 範囲 に お い て，JPN 画像の各 ピ ク セ ル の ア

　　 ル ペ ド と そ れ に 対 応 す る   で 求 め た GMS 画 像

　 　 の 平均 ア ル ベ ド との 平均 2 乗誤差 を求 め る．

　  東西，南北方向に GMS 画像を ピ ク セ ル 単位で 全

　　体 的 に 移動 させ て   を計 算 し，平均 2乗誤差 が

　 　 最 小 と な る 位置 を求 め る．

　GMS 画 像 と JPN 画 像 の 各 ピ ク セ ル に 与 え ら れ た

レ ベ ル 値 に 対応 す る アル ベ ド値 が ，両 画像 で 異な っ て

い る た め ，得 ら れ た 位置 に は 1 ピ ク セ ル 程度 の 誤 差 は

あ る か も しれ な い ．

　位置補．【E量 は 時間 ご と に 異 な っ て い た．た だ し， こ

の 論文 で 対象 と し な か っ た 2003年以降 の 「GOES 」の 位

置補正量 は，調べ た 範囲 で は
一

定で ， 西力向 に 5 ピ ク

セ ル ，北方向 に 12ピ ク セ ル ず らせ ば よ い 、

28 “
天 気

”
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付録 B

解析日65日の年 H 日 を第 Bl表に 示 す．

ア39

第Bl 表　解析 日の 年月 日．下線 は 平野 降水 凵 を表す．
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