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2020/21年冬季の熱帯循環

海⾯⽔温偏差 (2021年1⽉）

海⽔温偏差 (2021年1⽉）



https://youtu.be/tFFXCo1rgjQ

2020/21年冬季の気温偏差の季節内変動

Period1 Period2

La Niña

ラニーニャ状況の中、季節内で気温偏差が⼤きく変動（寒冬→暖冬）

Cold

Warm



熱帯からのテレコネクション

救援活動中の陸上⾃衛隊
シベリア
⾼気圧

従来の考え⽅

Ueda et al. (2015)

⽇本海側の多雪とラニーニャ現象の関係

⽇本海側で⼤雪となった時の⼤気循環

暖⽔(ラニーニャ)に伴う
降⽔量の増加

救援活動中の陸上⾃衛隊

福井市
除雪費⽤(12億 ⾚字)
給与9ヶ⽉削減(5億）

平成30年(2018)豪雪



South Asia-Japan (SAJ) pattern
Western Pacific (WP)-like pattern

Convection at South 
China Sea & eastern IO

Convection at 
Philippine Sea

2020/21年冬季の気温偏差の季節内変動

Rossby波

Period1 Period2

寒冬期間はインド洋東部〜南シナ海で対流活発、
暖冬期間はフィリピン海で対流活発



Madden-Julian Oscillation (MJO)

(NOAA)

https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/what-mjo-and-why-do-we-care

2020/21年冬季の気温偏差の季節内変動

対流活動の中⼼域が東へ移動

Pe
rio
d1
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https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/what-mjo-and-why-do-we-care


2020/21年冬季の気温偏差の季節内変動

Ø 線形傾圧モデルを⽤いた熱源感度実験

南シナ海に熱源 フィリピン海に熱源

正のSAJパターンを再現（→寒冬） WPパターンの南側を再現（→暖冬）

熱源の位置がフィリピンの⻄か東かで励起される
テレコネクションパターンが異なる〜予測の“カギ”



2020/21年冬季の気温偏差の季節内変動
SAJパターン WPパターン（南に対流活発を伴う）

統計解析にもSAJとWPの違いが現れている

寒
寒

暖



冬のPJ（改めSAJパターン) Southeast Asia–Japan (SAJ) pattern 
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Kuramochi and Ueda (2023; JMSJ)

熱帯からの発散⾵の収束場があれば、
負の渦度はそこで維持される

anomalous divergence
anomalous advection

climatological divergence
climatological advection

anomalous Rossby 
wave source



SAJパターン

プレスリリース

2020/21年冬季の気温偏差の季節内変動

「寒冬と暖冬を引き起こす⼤気の遠隔影
響パターンの⼒学構造を解明」

Kuramochi and Ueda (2023)

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-
environment/20230214140000.html

※SAJパターンはENSOとも関係が深い
（Ueda et al. 2015; Abdillah et al. 2017）

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20230214140000.html
https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20230214140000.html


海氷密接度 (JFM平均)
多氷年 少氷年

オホーツク海氷⾯積の年々変動

平均分布

▶オホーツク海氷の年々変動時系列
プレスリリース

「⾼緯度と熱帯からの遠隔影響がオホーツク海
氷の年々変動を引き起こす〜「環オホーツク気
候システム」の端緒を開く〜」

Ueda et al. (2023)

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-
environment/20230224140000.html

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20230224140000.html
https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20230224140000.html


The 37th International Symposium on the Okhotsk Sea & Polar Oceans 2023 

2018@Sietoko (photo; UEDA) 

Hiroaki UEDA*1, Masaya Kuramochi *1, Humio Mitsudera *2

*1 University of Tsukuba
*2 Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University

Ueda et al. (2023; Atmosphere-Ocean)

Year-to-year fluctuations of Sea-ice Extent in the 
Okhotsk Sea associated with the winter monsoon 

spanning Eurasia and the North Pacific 
+ remote influence of the tropical Ocean 



下層の寒気吹き出し、
寒気量

多氷年 少氷年

オホーツク海氷⾯積の年々変動

多氷年にはアリューシャン低気圧が深まり、
寒気流⼊が強まる



多氷年

少氷年

多氷年

Ø 熱帯からのテレコネクション

オホーツク海氷⾯積の年々変動

少氷年はラニーニャ的SSTに強制されたSAJパターン

少氷年



海氷・寒気蓄積・アリューシャン低気圧の⾃⼰増幅過程

Honda et al. (1999)

多氷年のモデル実験 海⾯気圧

LH
H

海氷

寒気蓄積

アリューシャン低気圧

海氷増⼤

寒気蓄積

アリューシャン低気圧強化

Enhanced NW
Cold air advection

Positive feedback loop

多氷年 9/12


