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亜 熱帯低気圧

　亜熱帯低気圧 （subtropical 　cyclone ；以後 ST とす

る ） の 定義 は，実 は統
一

さ れ た も の が な い ．こ こ で は

最初 に ，現 業気象機関の 発表す る警報に お け る定義を

述 べ る こ と に す る．最大 風速 34 ノ ッ ト （172m ／s）以

上 か そ の 恐 れ の あ る熱帯低気圧 （tropical　 cyclone ；

以後 TC ） に関す る各海域の 警報が リ ア ル タ イ ム 表示

され て い る ウ ェ ブ サ イ ト （WMO 　2005）に は，そ の

警 報 に 関 連 し て 用 い ら れ る 用 語 の 定義 （terminol −

ogies ） も掲載 さ れ て お り，　 ST に つ い て は以 下 の よ

うに な っ て い る．

・北大 西 洋 ・北東太平 洋海 域等 ；「TC と温帯低 気圧

　の 両 方の 性質 を持 つ
， 前線 を持 た な い 低 気 J±1．最 も

　
一

般的な タ イ プ は上 層寒冷低気圧 の 循環が 地上 ま で

　達 し て い る もの で ，最大 風速半径 は 100マ イ ル （約

　 160km）以 上．　 TC と比較す る と，強風 の範囲は広

　 く， 風 や 対流 雲 の 分布 は 非対称 ．も う ひ と つ の タ イ

　プ は衰弱中の 前線の 近辺に発生す る メ ソ低気圧で ，

　最大風 速 半径 は 30マ イ ル （約 48km ）以 下，初期 の

　循環全体 の 直 径 はIOOマ イ ル 以下 ．一
般 に 短命 で ，

　寒気核 の 場 合 も 暖気核 の 場合 も あ る ．」
・北西太平洋海域 ：「亜熱帯の 海上 で 発達す る低気圧

　で ，初期 に は TC の特微 をあ ま り持 っ て い な い ．時

　間が た つ と TC に な る こ とが ある．」

・南 西 イ ン ド洋 1 「TC と 温帯低 気圧 両方 の 特微 を持

　 つ 総観規模低気圧．（後略）」

　 ST は 過 去 に は WMO （1977） に お い て 「（a ）大 規

模 な前線性低気圧 の 内部 か 上 層寒冷 トラ フ の 東に 発生

し た 小規模 暖気核低気圧 ；（b）大規模 寒冷低 気圧 の 内

部 に 発 生 し た小規模暖 気核低気圧」 と記述さ れ ，小規

模暖気核低 気圧の構造 が強調 され て い た．しか し上述

の WMO （20〔｝5） の 定義 で は ど ち ら か と い う と や や

大 きなス ケール の 低 気圧 の よ うに 記述 さ れ，北大西洋

海域 等 の 定義 の み に メ ソ低気圧 が 含ま れ て い る．

　 北大西洋海域 等の 警報 を担 当 して い る米国 で は
， 近

年 ，
ST の 定義が さ ら に 変化 し て い る．米国 で は 毎 年
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5 月 に，ハ リケ
ー

ン 等 に対す る米国内関係機関の 対応

の 実施計 ii （National　Hurricane　Operations　Plan）

が策定 さ れ て お り，
2〔〕05年版 ま で は ST の 定義 と して

上述の北大西洋等の 定義 と同様 に 2 種類が 併記 さ れ て

い た．と こ ろ が ，2006年版か ら メ ソ 低気圧の部分が 削

除 さ れ
，
ST は 上 層寒冷低気 圧 に 対 応 し TC よ り大規

模な低気圧 と さ れ て い る．警報 を担当す る ハ リケー
ン

セ ン ターの 用 語集 も同様 で あ る （Ndr　tienal　 Hurri−

cane 　 Center　 20ユ0）．つ まり米 国 で 現在発表 され る警

報 で は
， 擾乱 の 種別 と し て は 大規模 な構造 で 分類す る

こ と に な っ て い る （こ れ と 上 述 の WMO （2005） に

記 載 の 北大西 洋海域等 の ST の 定義 は
一一．
致 し ない 状態

に あ る が ，今後い ずれ か に 統一さ れ る と思 われ る）．

な お
，

ア メ リ カ気象学会 の 用語集 （American 　 Mete −

orological 　Society　2000）で は 「通常は純粋な熱帯 シ

ス テ ム よ り最大風速半径 が 大 き い 」 と さ れ て い る ．

　こ の よ うな状況が 生 じ た原因 を知 る に は
， 米国に お

け る 調査研 究 の 歴史 を振 り返 る 必 要 が あ る．米国で

ST とい う用語 を用 い た初 期 の 研究 と し て 知 られ て い

る の は
，
Simpson （1952）の kona 　storm の 調査で あ

る．これ は寒候期に ハ ワ イ近海で し ば し ば発生 ・停滞

す る擾乱 で ，は じめ は寒気核構造 で
， 最 大風 速半径 が

数百 マ イル と TC よ り大規模だ が ，そ の 後は暖気核構

造 と な り TC に 類似 し て く る こ とが 特徴 と さ れ た ． こ

の タ イプ は ， 上述 の北大 西洋等 の ST の 定義 の う らの

大規模低気圧 に 関す る部分の 起源 に な っ て い る．そ の

後，Simpson 　 and 　Pelissier（1971） は北大西洋 の 衛

星画像 に そ れ ま で 認 識 さ れ て い な か っ た メ ソ ス ケ ール

擾乱が しばしば見られ る こ と を指摘 し， こ れ も ST と

し た ．こ れ が 上述 の 北大西洋等の ST の 定義の う ち の

メ ソ低気圧の 起 源に な っ て い る． こ の よ うに し て
， 米

国 で は 2種類の ス ケール の擾乱が ST と し て併記 さ れ

る 状 態 が 生 じ た．そ れ で も，Hebert　 and 　 Poteat

（1975）が 開発 し た 雲パ ターン に よ る ST 強度推 定 法

は，シ ス テ ム の 直径 が 緯度 15度程度以 上 と大規模 で

TC よ り非対称性の大 き い 雲域 を対象 と し て い た ．

　 1980年代 に は ET に 対す る関心 は低下し て い た の だ
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が，1991年10月末 に，の ち に 映画 「パ ーフ ェ ク ト・ス

トーム 」の題材 に な っ た温帯低気圧が北米東海上 で 猛

烈 に 発達 した後 に 急速 に 衰弱 しっ つ 南下 し，海面水温

26℃ の 領 域 に 達 し た と こ ろ で 対流雲が 活発 に な っ て

ST として 再発達 し，最終的 に ハ リケーン 強度 に 達 し

た （Pasch　and 　Avila　1992）．類似 の 事例はそ の 後 も

北大西 洋 で た び た びあ り，Davis　and 　Bosart （2004）

が温帯低気圧の TC 化 と呼んだ．彼 らは，も と は前線

を伴 っ て い た低気圧 の前線が 弱 ま り，低気圧 自体が 暖

気側 へ 進む と 同時 に
， 低気圧中心周辺 上 空 の 鉛直 シ ア

の 弱ま りに伴 っ て低気圧中心付近 の対流雲が発達 ・組

織化 す る こ と で ST を経 て TC と な る と説 明 し て い

る．Hart （2003）は ST を 上 層寒気核 ・下層暖気核

で 熱的非対称性が弱い （前線が弱 い ） と定義 し，温帯

低気圧 の TC 化 に つ い て は，寒気核構造 の 温帯低 気圧

の 前線 が 弱 ま っ た 後 ， 下層 の 暖気核が 強 ま っ て ST と

な り，さ ら に 上 層ま で 暖気核化す る と TC に な る と説

明 した ．McTaggart −Cowan 　et　al ．（2006）は南大西

洋初 の ハ リケ ー
ン と して 話題 に な っ た 20D4年 3 月 の ブ

ラ ジル 沖の擾乱に つ い て
，

も とは弱 い 温帯低気圧 だ っ

た もの が，上層の ブ ロ ッ キ ン グ に よ っ て 生 じた 鉛直 シ

ア の 弱 い 領域 に 進 ん だ 際 に ST か ら TC の よ うな 擾乱

に変わ っ た と指摘し た ．Gujshard　 et 　al ．（2【〕09）は再

解析データ セ ッ ト を用 い て北大西洋の ST の 気候学的

調査 を行 い ，従来型 の 雲 パ タ
ー

ン 等 に 基 づ く解析 とは

か な り 異 な る結果 に な っ た と し て い る．

　 こ れ らの研究で は ST を
「
！℃ の 総観規模前駆擾乱の

一種 （た だ し ST か ら TC に 発達 せ ず に 衰弱 す る もの

や温帯低気圧 に な る もの もある） と と らえ，ST の 発

生及 び TC へ の 組織化 ・発達 の条件の 解明 を 目指 し て

い る．こ れ まで の と こ ろ ， ST の発生 ・発達 に は，そ

の 名称が亜熱帯海域で の 発生 を示 唆す る よ うに
， あ る

程度高 い 海面水温 と，大気中の若干の 水平温度傾度 ・

条件付不安定 成層 に 加 え，鉛直 シ ア が TC 発生環境 よ

りは や や 強い が 弱 ま る傾向に あ る環境 場 が 好適 で ， さ

らに そ こ に初期 渦 の 存在 が必要 と考え ら れ て い る．た

だ し， 擾乱の 定義 として は総観規模で判断す る傾向が

あ る もの の ，メ ソ 渦 も含む小さ い ス ケ ー
ル の 内部構造

が ST か ら TC へ の 構造変 化 ・発達 に 関係 す る と い う

指摘 が あ り　（例 えば Davis 　and 　Bosart　2004），そ の一

般性の確認 や メ カ ニ ズ ム の 解明 を進め る こ と も必要 で

ある．こ れ は ， 眼 の 壁雲が組織化 さ れ て い な い 擾
．
乱で

も TC と呼 ぶ こ とが あ る が ，
一

般 に TC の 発 達 に は 眼

の壁雲が重要だ と考 え られ て い る こ と と同様で あ る．

なお，中緯度 で急発達す る温帯低気圧 や ，
TC 化 と は

逆 に TC か ら温帯低気圧化 の 過程に ある擾乱 に つ い て

は，上 層寒気核 ・下層暖気核構造で あっ て も顕著な中

緯度 ジ ェ ッ ト ・前線 シ ス テ ム と強 く相互作用 す る点が

異な る と して，こ の 立場 で は ST に 分類 して い ない ．

　口本 で は ， 気象 庁 の 予報 用語 に ST が 含まれ て お ら

ず，こ の よ うな名称の 擾乱は気象情報に は現れな い ．

た だ し ，
1991年 に 発行 さ れ た 気象庁予報部 の 台風予報

に 関す る 予報作業指針に は，北西太平洋の台風の うち

上層寒冷低気圧近 傍で 発生 す る もの が ST に対応す る

と記述 され て い る．つ まり北西太平洋 で は ST は発生

し な い と考え ら れ て い る の で は な く台風 に 含 め ら れ て

い る．北西太 平洋 の ST の 調 査 は 例 え ば藤 田 ほ か

（1995）が ある が， こ れ は Hebert　and 　Poteat （1975）

の 雲分類 に 基 づ い た もの で，近年の 大西 洋 の ST に 関

す る 調査 も踏 ま え た 再検討 の 余地 が あ る．ST の 名 の

も と に多様な擾乱が取 り込 ま れ混乱が 生じ て い る感は

あ る が ，問題の 整理 と今後の調査 の 進展が 望ま れ る．
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第44回夏季大学開講の お知 らせ 　〜気象観測技術の 最前線 〜

教育 と普及委員会

主 催 ： （社）凵本気象学会

後　援 （予 定）：気 象研 究 所 ， 日本 地 学 教育学 会，

　　　　（財）気象業務支援セ ン タ
ー
， U本気象予報士

　　　　会

　日本気象学会は
， 最新 の 気象学 の 普及 を目指して ，

小 ・巾 ・高等学校 の 先生や，気象 を学 ばれ て い る学

生 ・一般の 方 を対象に 毎年夏季 大学を 開催 し て い ま

す．

　今年 の テーマ は 「気象観測技術 の 最前線 」 で す．近

年の科学技術の進歩 に と も な っ て様々 な新 し い 気象観

測技術が生 み 出さ れ ，日々 の 天気予報や大気環境の監

視等 に 活用 され て い ます．今年度 の 夏季大学 で は， こ

う し た 最 新 の 気 象観測 技術 と し て ド ッ プ ラ ーレ ー

ダー ・電子 顕微鏡 ・ド ッ プ ラーラ イ ダー ・ラ イ ダー

ネ ッ トワ ーク を取 り上 げ，そ の 原理や観測 ・解析の 実

際 に つ い て 講 義 と実習 を行 い ます．ま た，こ う した

データ が 数値 モ デ ル に ど の よ う に 活用 さ れ て い る か に

関し て，最新の 技術で あ る データ同化 に つ い て も講 義

を 通 じ て 理 解 を 深 め て い た だ き ま す ．さ ら に
， 気象研

究所 と国立 環境研究所の 研 究施 設 を見学 し ， 実際 に こ

う し た観測技術が 研究所 で どの よ うに 用 い られ て い る

の か 理 解 し て 頂 き ま す ．

○ 日程，講義題 目，講師

　2010年 8月 7 日 （土 ）

　10：00〜11 ：30 「古 くて 新 し い 観測 装置 気 象 レー

　　　　 ダーの 話」

　　鈴木 　修 （気象研究所気象衛星 ・観測 シ ス テ ム 研

　　　 究部）

　要旨 ：21世紀に 入 り，ドッ プ ラー
機能や 二 重偏波

　機能 を備 えた気象 レ ーダーが実際に使わ れ る よ う

　に な っ て きました．しか し，気 象 レ ーダーは 194G

　〜50年代 ま で 遡 る歴史 を持 つ ，古 い 観 測 装置 で

　す．こ の 講演で は，そ の仕組み と と もに
， 近年の

　高機能化の 流れ の 背景 に つ い て お 話 した い と思 い

　ま す．実習 は ， ド ッ プ ラーレ ーダー
の 画像 デ

ー
タ

　を使 い ，実際に，風 向 ・風速や渦 （メ ソ サ イ ク ロ

　 ン ） な ど の情報を読 み取る練習 を行 い ま す．

11：30〜12：30 「雲の種 を探る」

　財前 祐 二 （気象研究所環境 ・応用気象研究部）

　要旨 ：大気 中 の 微粒子 （エ ア ロ ゾル ） は，雲が出

　来る と き水蒸気凝結 の 核 に な る．そ れ は何処 か ら

　 くる の か ，何で 出来て い る の か ，雲 に ど の よ うな

　影響が あ る の か を学び ます．午後 か ら の 気象研 見

　学 で は ， 実際 に電子顕微鏡で観察す る実習 を行 い

　 ま す．

13：30〜15 ：DO　「見 えな い もの を観 る，掴 めな い も

　　　 の を掴む最新観測技術 　
一

風 の 流 れ と 雲
一

」

　藤 吉 康 志 （北海道大学低温 科学研究所 ）

　要旨 ：最近 は存在 しない もの を見 せ て くれ るバ ー

　チ ャ ル リ ア リテ ィ
ー流行 りで あ る が ，・・方，現実

　 に存在 す る もの で 見 えて い な い もの が 沢 山あ る．

　 そ の 典型 が 風 で あ る．我々 に と っ て 風 は，感 じ る

　 もの で あ っ て 見 る もの で は無 か っ た ．と こ ろ が 最

　近 ，
レ ーザ ー光を使 っ て 空気 の 動 き （っ ま り風 ）

　 を 3 次元的 に 観 る こ とが で きる装置 が 開発 さ れ ，

　我々 も こ の 装置を使 っ て観測 を開始 した．本講 義
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