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東アジアの大気循環に関する国際会議＊

中国・成都，1987年4月10～15日

浅井冨雄，他＊＊

　1．はしがき

　1985年11月，r極東域モンスーンに関する国際研究集

会」が東京大学海洋研究所で開催されたことは既にr天

気」第33巻第2号（1986）に報告され，その論文要旨集

（284頁）も出版されているので周知のことと思う．今回

の国際研究集会はいわばそれにひき続く第2回目のもの

ということができる．

　中国科学院の援助のもとに，大気物理研究所，蘭州高

原大気物理研究所，日本気象学会等が共催し，組織委員

会（委員長陶詩言教授）によって標記研究集会が1987

年4月10～15日，中国四川省の省都である成都で開催さ

れた．日本からは吉野正敏（筑波大・地球），住明正（東

大・理），新田　勅（気象研），村上勝人（気象研），加

藤内蔵進（名大・水圏研），岩嶋樹也（京大・理），浅井

冨雄（東大・海洋研）の7名が招待され，会議に参加し

た．

　成都気象学院の図書館が会場にあてられ，70～80名収

容できる会場は連目満員であった．成都はチベット高原

の東側山麗に位置し，アジアの大気循環を論ずるのにふ

さわしい場所であり，研究者としては一度は足をふみ入

れたい所である．叶篤正博士（前中国気象学会理事長），

陶詩言博士（現中国気象学会理事長）を始め中国科学院

大気物理研のグループが中国側参加者の中核をなしてい

たが，蘭州高原大気物理研，北京大学，南京大学，中山

大学，蘭州大学，雲南大学の他，国家気象局傘下のいく

つかの気象中心，北京気象学院，南京気象学院，地元

の成都気象学院，成都気象台などを含め広範な中国各地

からの参加者があった．若干の大学院生も参加させ，研

究のみならず教育にも配慮していた．また，S．Tibaldi

＊Intemational　Con艶rence　on　the　General　Circu－

　lation　of　East　Asia，　Chengdu，　China，　10～

　15April1987．

＊＊Tomio　Asai（東京大学海洋研究所），8J　o乙

（ECMWF欧州中期予報センター）は欧米からの唯一の

出席者として活躍していた．尚，科学出版社，中国科学

編集部の他，人民目報，テレビ等の取材もあり，開会式

やレセプションには四川省の副知事も出席されるなど，

中国側の力の入れようがうかがえた．

　叶博士，陶博士ら中国側主催者は前回（1985）および、

今回の国際研究集会を高く評価し，日・中学術研究協力

を一層強化するため，今後も，1～2年毎に，このよう

な研究会議を日・中で交互に組織することが強く望まれ

た．日・中双方はこれら研究会議開催の意義を確認し・

関係者の間で実現に向け努力することとなった、
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　2．会議の概要

　研究報告は東アジアの大気循環に関する以下のような

広範な話題を含んでいる．

　（1）東アジアの夏季および冬季の大気大循環の観測

的・統計的研究，梅雨前線帯の中規模擾乱，下層ジェッ

ト，豪雨などの研究，（2）．東アジア大気大循環の形成・

変動の物理機構，大気一海洋相互作用，大気一陸域相互

作用，大気大循環に及ぽすチベット高原の熱的・力学的

影響，（3）東アジアの大規模・中規模循環の数値シミュ

レーション等である．

　プ・グラムに示されるように全部で48篇の論文および

総合報告がなされた．主な内容は出席者によってそれぞ

れ以下に報告される．尚，Proceedi㎎s（386頁）は会期

中にまとめられ，最終日に参加者に配布されるという手

際のよさであった．中国科学院大気物理研究所の黄栄輝

博士は本会議の事務局長を務められ，成都気象学院のス

タッフと協力して終始我々の世話をしていただいた．ま

た，日本からの参加者は文部省，日本気象学会および中

国科学院から旅費の援助をいただいた．記して謝意を表

わしたい．
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プロゲラム
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　　4月10日

　SESSION1：Large　Scale　Circulation（1）（座長

Siyan　Tao）

Duzheng　Ye－The　thermal　ef琵ct　of　the　Tibetan

　Plateau　in　Summer

　Tomio　Asai，Yasumsa　Kodama　and　Ji－cang　zhu－

　Long－term　variations　of　cyclone　activities　in　East

　Asia．

　Shiyan　Tao，Wenmei　Zhu　and　Wei　Zhao－Some

　characteristics　of　the　East　Asia　monsoon　circulations

　during　anomalous　droughts　and　floods　in1978　and

　1980．

Akimasa　Sumi－Equilibrium　states　over　the　tropical

oceanwith　zonally　un歯rm　SST　s皿ro㎜ded　by　the

　dry　condnents．

Akimasa　Sumi　and　Takenobu　Toyota－Observed　study

on　cold　surges　aro㎜d　the　Tibetan　Plateau．

Maocang　Tang　and　Zhuguo　Ma－The　climatic　cha－

　racteristics　of　boundarソlayer　wind　field　of　China

　in　summer　and　winter．

　　4月11日

　SESSION2：Large　Scale　Cimlation（2）（座長

浅井冨雄）

Roughui　Huang　and　W麺ing　Li－InHuence　ofthe　ano・

　maly　of　heat　source　over　the　northwestem　tropical

　Pacific　fbr　the　subtropical　high　over　East　Asia．

Guoxiong　Wu－Some　aspects　of　dynamics　of　Tibetan

　Plateau．

Binkai　Su，Congbin　Fu　and　XiaoweiΩμan－The　pro．

　pagation色at皿es　of　the　equatorial　Pacific　wam血1g．

Masatoshi　Yosh1no－Cold　waves　and　winter　monsoon

　in　East　Asia．

Yungi　Ni，Yongfh　Qlan　and　Yuanhi　Li－The　mecha－

　nBmoftheef艶ctsofseas㎡acetemperatureanか

　maliesinequatorialwestemPac迅cons㎜mer

　Asian　monsoon．

Masato　Murakami－Analysおof　the　cold　surge　over

　East　Asia　and　the　large－scale－convective　activity血

　山e　tropics．
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　SESSION3：Large　Scale　Circuladon（3）（座長

S㎞ong　Zhao）

Chongy血Li　and　Ji　Hu－An　analysis　on　t士しe　intera．

　ction　between　the　general　circulation　in　the　atmos．

　phere　over　East　Asia／the　northwestem　Pacific　and

　El　Nino．

Yuxiang　Chen　and　Chongyin　Li－A　teleconnection　an－

　alysis　on　the　cold　surge　over　East　Asia　in　winter．

Mingli　Zhang－Teleconnection　ofthe　dominant　spatial

　pattems　of500hPa　GPH　field　with　SST　in　tropi・

　cal　ocean．

Tsuyoshi　Nitta－Convective　activities　in　the　tropical

　westem　Paci且c　and　their　impact　on　the　Northem

　He血sphere　su㎜er　circulation・

Tan　Zhang　and　Jing・ya　Zhou－Preliminary　analysis

ofmid。te㎜oscillat1on　ofsu㎜er　monsoon　cim1・

　ation　over　ノ誌ia．

Lieting　Chen－Zonal　anomaly　of　sea－sur飽ce　te典pe・

　rature　in　the　tropical　Indo－Pacific　Ocean　and　i偽

　ef恥ct　on　summer　Asia　monsoon．

　　4月12日

　　SESSION4：Large　Scale　Circulation（4）（座長

Jinghua　Lu）

Dengyi　Gao，Han　Zou　and　Wei　Wang－InHuence　of

　　water　vapor　pass　along　the　Yarlungzangbo　River

　　onprecipitadon・

Zh漉ng　Fang－The　ef艶ct　of　the　North　Polar　ice　in

　Janualy　on　the　eastem　Asian　summer　circulation．

Congbin　Fu，Dongfヒng　Dong，Xiaowei　Qμan　and

　　Binkai　Su－The　moisture　variability　over　the　tmpical

　　Paci6、c　and　Indian　Oceans．

Baozhen　zhu　and　Fe漉i　Jin－Dynamics　of　some　cha・

　　racte点stic　circulations　over　East　Asia．

S1ゴsong　Huang，Mingmin　Tang　and　Chunyu　Lin一一

　　The　rainy　season　of　the　middle－10wer　reaches　of

　　Yangヰze　River　and　the　atmospheric　circulation　in

　　low　latitudes．

Yihui　Ding　and　Jian　Hu－The　variation　of　the　heat

　　sources　in　East　China　in　the　rainy　summer　of1984

　　and　their　ef艶cts　on　the　large－scale　circulation　in

　　East　Asia．

　　SESSION5：Large－Scale　Circulation（5）（座長

織天気”34．8．
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吉野正敏）

Jingya　zhou，Dasheng　Yang，Jiayou　Huang　and　Jizhi

　Wang－A　study　on　periodic　oscillations　ofwind五eld

　over　low－level　atmosphere　fbr　region　of90E－90W

Guoqing　Li－A　discussion　on　the　burst　mani色station

　and　the　maintenance　mechanism　of　the　Asian　sum－

　mer　monsoon．
Tatsuya　Iwashima　and　Ryozaburo　Yamamoto－Cli－

　matic　jump　of　the　Asian　monsoo血circulation．

　SESSION6：Synoptic　a阜d　Meso－Scale　Circulation

Systems（1）

Yan　Zhang－Application　of　numerical　diagnostic　an・

　alysis　and　its　facsimile　transmission　on　heavy　rain

　fbrecast　in　Yangtze　Valley．

Kuranoshin　Kato－A　review　on　studies　on　large．scale

　琵atures　of　the　Baiu　f士ont　in　East　Asia．

Kesu　Zhang－Ageostrophic　mesoscale　instability　of　a

　baroclinic　flow．

　4月14日
　SESSION7：Synoptic　and　Meso－Scale　Circulation

Systems（2）　（座長　Congbin　Fu）

　Kesu　zhang　and　Jian　Liu－A　possible　triggering

　mechanism　fbr　mesoscale　rain　band　of　Mei－Yu

　丘ont．

F吋un　Huang－A　relationship　between　the　activity　of

　summer　monsoon　and　vortex　heavy　rainfall　in　sou・

　thwestem　China．

Hua　Sheng　and　Shiyan　Tao－Dynamic　E銑ct　of　Ql－

　nghai－Xizang　Platすau　and　Rocky　Mountains　on　the

　leecyclones．

Tomio　Asai－Study　of　heavy　rain魚11associated　with

　Baiu＿fヒont．

Siwei　Luo，We弓ing　Li　and　Shihua，Lu－An　analysis　of

　numerical　fbrccast　of　the　ef驚ct　of　the　Tibetan　Pla・

　teau　on　the　meso－weather　s》唱tems．

Shuqing　Sun－A　study　on　background　circulation　of

　low　level　jet　in　East　Asia．

　SESSION8：Synoptic　and　Meso－Scale　Circulation

Systems（3）（座長　Shihua　Lu）

Shihua　Lu－The　e銑cts　of　the　sensible　and　moist

　convective　heat　on　the　fbrmation　and　development

　of　a　mesoscale　vortex　over　the　east　Tibetan　Pla一
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　teau．

Sixiong　Zhao－A　diagnostic　study　of　cyclogenes五s

　on　Baiu丘ont．

Guangji　Yang－The　characteristics　of　precipitation　in

　East　China　and　its　relation　to　India　and　North

　America．

Kuranoshin　Kato＿Characteristics　of　the　Baiu（Mei－

　Yu）f士ont　in　China　and　their　relation、to　the　global

　summer　momoon．

Kuranoshin　Kato－Airmass　transfbrmation　due　to　the

　heating　f士om　the　ground　in　the　semiarid　region

　丘om　Mongolia　to　North　China　inlate　May　relating

　to　the“structure　change，，in　the　Baiu（Mei－Yu）

　丘ont　in　China．

Jingya　zhou，Dasheng　Yang　and　Yafヒn　zhu－The

　characteristics　of　the　tropical　LIJ　and　the　upPeτ

　1evel　easterly　jet　during　large　scopic　heavy　PPT

　over　China．

　SESSION9：Numerical　Modelling　（座長　Chon。

gyin　Li）

S．Tibald』丁血e　perfbrmance　of　the　ECMWF　fbreca－

　sting　model　over　East　China．

Zhihao　Yu　and　Xiaozhen　Ge－Numerical　simulation

　of　seasonal　displacement　of　subtropical　high　ridge

　line．

R可in　shen　and　Liren　Ji－The　ef琵ct　of　topography

　and　heating　components　on　the　fbrmation　of　sum．

　mer　monsoon　in　Asia－A丘ica．

Siwei　Luo　and　We弓ing　Li－A　numerical　simulation

　of　the　ef琵ct　of　Qlnghai－Xizang　Plateau　on　the　me－

　an　circulation　in　Asia　fbr　October．

Meixia　Luo　and　Kesu　Zhang－A　numerical　experi．

　ment　of　the　ef艶ct　of　the　large　scale　topography

　and　diabatic　heating　on　the　fbrmation　of　East　Asia

　monsoon　and　India　monsoon　circulation．

Akimasa　Sumi－Review：Present　status　of　numerical

　weather　prediction　at　Japan－Meteorological　Agency．

　3．東アジアの夏の大循環

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新田　勅（気象研）

　この会議に出席して，個人的に一番大きな収穫だった

のは，中国の研究者達も夏の東アジアの天候には，西部

太平洋ラィリピン付近の対流活動が大きな影響を及ぼし
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ているとの結果を得ているとわかったことである・Tao，

Zhu　and　Zhaoは，楊子江流域でMei－yuの雨がほと

んどなかった1978年と，逆に多量の雨で洪水が続出した

1980年の大規模場を比較し，前者では，太平洋のITCZ

がより活発化し，亜熱帯高気圧が北上し，500mbの西

風ジェットの軸が北（～45。N）に移動したことを示し

たが，はからずもこの二年は，私の報告でも対照的な年

として選んだ年で，GMSの雲量から，前者は西部太平

洋域で海面水温が高く，対流活動がより北に移動した年

に対応している．また，Huang　and　Liは多層線形方程

式を用い，フィリピン付近の熱源の影響を調べ，東アジ

アから北西太平洋を経て北米大陸に達する定常ロスピー

波が励起されることを示した．この結果は，私の解析結

果とも，Kurihara　and　Tsuyuki（1987，JMミ1）による

順圧モデルの結果とも一致している．彼らは，また，熱

源の水平の大きさが比較的小さいときは，スケールのや

や短い（東西波数5～6）波列が主に東西方向に伝わる

のに対し，大きな熱源を与えた時は，大きなスケールの

波（東西波数1～3）が北方向に伝わることを示した．

前者の波のエネルギーは，数日で太平洋を横断するのに

対し，後者の波は，極付近に達するのに1ヵ月近くかか

ると予想される．これらの結果は，私の解析で得られて

いる，5日平均データを用いたテレコネクション・パタ

ーンと1ヵ月平均データを用いたパターンとの違いをあ

る程度説明するものかも知れない．

　以上のような熱帯西部太平洋の対流活動の変動は，海

面水温の年々変動と密接な関係があり，従ってエルニー

ニョ・南方振動（ENSO）サィクルとも結びついてい

る．ENSOと東アジア循環について数篇の報告があっ

た．その中でLi　and　Huは，エルニーニョ年の前後の

夏，冬の循環場の偏差を解析し，冬の寒波の強まり→熱

帯の対流活動の活発化→エルニーニョ発生→西太平洋の

海面水温低下→夏の対流活動不活発→亜熱帯高気圧弱く

南下→中国大陸北東部冷夏との模式を示した．後半の夏

の循環についての解釈は，前述した結果と対応している

と思われるが，前半の寒波の強まりとエルニーニョとの

関連は，重要な問題だけに今後様々な角度からつめて行

く必要があると思われる．

　Yangは中国大陸上の1961～1970年の10年間の10日平

均雨量を解析し，10年平均してもなおかつ数十日間隔で

降水量が変動しており，それぞれの降水量のピークに対

応して，Mei－yu入り（6月），中国北東部の雨期入り

（7月末：日本の梅雨明け？）が起きていることを示し

24

た．これらの結果は，最近話題の熱帯大気中の季節内変

動を，季節の進行の中でとらえ直すことが重要であるこ

とを示唆している．

　紙面の都合で，私自身の仕事に関係深い内容を中心に．

紹介したが，その他に，北極の冬の海氷面積と夏のアジ

ア・モンスーンとの関連，太平洋の海面水温の解析等，

興味ある論文が発表された．

　中国側は，GMS．データをまだ定性的にしか用いてお

らず，今後長期変動の解析にも，メソスケールの解析に

も，GMSデータの量的な解析が重要であり，そのため

に，日本側からのデータの提供が必要であると思われ

る．日本及び中国の天候は，東アジアの循環に大きく依

存しており，今後も同様な研究交流を継続することによ

り，両国のこの方面での気象研究，気象事業が大いに発

展することを期待する．最後に，本研究集会参加に際

し，日本気象学会から旅費の援助を受けたことを感謝し

ます．

　4．梅雨（Mei・yu／Baiu）に関して

　　　　　　　　　　　　加藤内蔵進（名大・水圏研）

　梅雨は東アジアの大循環を特徴づける現象で，今回も

メインテーマの1つとなった．日本からも，中小規模現

象（浅井），大規模場（筆者）に関して研究発表やレヴ

ューを行った．中国からは，（1）グローバルモンスーン

と梅雨との関係，（2）梅雨前線上の中間規模（総観規模）

低気圧に関する発表が多かった．

　華中の梅雨最盛期（6月後半～7月前半）には，大陸

の梅雨前線へ吹き込む下層の強い南風（low　level　jet，

LLJ）が特徴的である．このLIJ（日本の豪雨時にみら

れるLLJは前線に沿う方向の場合も多いが）の形成に

対するチベット高原の役割，～1100Eの南半球からの下

層南風（cross　equatorial　now）の重要性について，デ

ー・タ解析や数値実験により議論が試みられた．但し，筆

者にはCrOSS　eqUatOdal　HOWと梅雨との関係について

は必ずしも釈然としなかった．また，この種の研究で

は，rどのように」という観点からの考察がまだまだ不足

していると感じた．モンスーンと梅雨との関係は単純で

はないが，長周期変動の位相（～40日周期等）その他の

違いで質的に異なるプ・セスが働く可能性もないだろう

か．今後の課題と言えよう．なお，筆者は5月の華北～

モンゴルの地面からの加熱（顕熱）と大陸の梅雨前線の

下層の傾圧性の消失（5月後半）についての発表も行っ

た．しかし，地元の中国で，梅雨前線における傾圧性の

、天気”34．8．
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役割について充分整理されていないめは意外であった．

　梅雨前線上の擾乱（～1，000km）の形成には，チベッ

ト高原付近で生じる渦が重要な役割を果たすらしい点が

示されてきた．本研究集会でも，チベット高原東端での

渦に関する発表が幾つかあった．とりわけ，7年間，計

13例の事例解析により，その温度場・風系などの3次元

的構造を示した発表は筆者の印象に残った．

　中小規模のレインバンドの説明として対称不安定を提

唱する発表も幾つかあった．なお，本研究集会ではメソ

ーβスケールの積乱雲群の解析について中国の方からの

発表はなかったが，中目の共同研究の1つとして，今後

の課題となろう．

　ともかく，今回の訪中の最大の成果は，中国の中心的

な，及び若い（大学院生ら）研究者らと知り合いになれ

た点であろう．また，意外なr事件」も多く，レセプシ

ョンで我々の歓迎にと中国の歌を聴かせて頂いたお礼

に，筆者も下手な歌を披露したり，成都気象学院の学生

ら約50人ぐらいからサインを頼まれて1時間以上もペン

を走らせ続けたり．

　なお，今回の会議出席にあたり，気象学会国際学術交

流基金から補助を頂きました．紙面を借りて深謝の意を

表したいと思います．謝謝．

　5．Cold　Surge関連の研究から

　　　　　　　　　　　　　　　　村上勝人（気象研）

　今回の研究集会においては，Cold　Surge関連の研究

発表が少なかったのは少々意外であった．Cold　S皿ge

を主要なテーマにした発表は4件であったが，そのうち

の3件は著者も含めた日本からの参加者によるものであ

る．しかしこれらの4件はそれぞれ興味ある視点からこ

の現象にアプローチしており，その意味では討論の材料

として効率的なシリーズを構成していた．

　まず筑波大の吉野らのグループは，中国南部への影響

からみた“Cold　Wave”の振舞を論じた．彼等は中国に

おいて採用されているCold　Waveの定義に基づき，過

去に起こった26例を解析し，それが3つのタィプに分類

できることを示した．即ちタィプAとして，大規模な下

層の北風に伴い寒気が中国の北部から南部へ侵入してい

くものがある．タィプBにおいては中国北部の西風と南

部の局地的な北～北東風との2つの風系が見られ，後者

は南部に形成される地域的な高気圧に伴う．このタイプ

は中国南部に影響をもたらす最も頻繁かつ重要なタイプ

である．タイプCでは中国北部の西～北西風が卓越し，

1987年8月
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寒気は南部にはあまり及ばない．

　一方，東大の住と豊田は過去の数値予報モデルによる

実験から得られた知見（地形的なKelvin波の存在）に

基づき，チベット高原の縁に沿った寒気の振舞を解析し

た．解析の結果も，高原の縁に沿って時計回りに進行す

る寒気の振舞を示しており，地形効果によるモードの存

在を示唆している．しかし，その水平規模は約1，000km

と，変形半径から期待されるものよりも遙かに大きく・

また風と気圧場の関係もほぼ地衡風的である．彼等はこ

のことから上記のモードは線形のKelvin波の概念では

表現出来ないとの結論を呈示した．ところで彼等の結果

で興味をひいたのはこの様なmainのモードの他に，

その前駆現象ともいえる急速な寒気の南下が高原の縁に

沿って見られる場合があることである，これがどうやら

Kelvin波モードに対応するものらしい．

　気象研究所の村上はやや視野を広げて・中国北部から

東南アジア，西太平洋赤道域までを含む範囲について・

Cold　S皿geの特徴的な時間スケール（10～20日）に着

目した解析を報告した．上記の2件の報告に見られた寒

気や風系の特徴の多くのものは10～20日周期変動に伴う

振舞として把握することができる．さらに彼はこの変動

と，オーストラリア・モンスーンに見られるようなより

長周期の季節内変動との関連を調べ，上記モンスーンの

activeな時期とbreak　の時期では寒気や風系の振舞に

大きな差異が見られることを報告した．

　中国大気物理研究所のChenとLiの報告はより広

い範囲（北半球規模）を対象とし，Cold　S皿geに伴う

テレコネクションの年々変動に関するものであった．近

年盛んに取り上げられているエルニーニョ現象との関連

をその主要な興味としている．彼等は冬の海面気圧の変

動について（50。N，95。E）を基準点とする相関解析

を行い，エルニーニョ年の前の冬には東アジアから中部

太平洋赤道域に向けての波列に対応するテレコネクショ

ン・パターンが顕著に現われることを示した．また3日

および5日のラグ相関を求めてみると，東アジアの気圧

変動は時間と共に南南東に移動していく様相が現われ

る．

　最初に述べたように今回はCold　Surgeに関する中国

側からの主要な発表は少なかった．もっとも中国はチベ

ット高原をめぐるCold　Surgeについては謂わば本場

であり，この現象の中国付近の振舞については多くの研

究の蓄積がある．この事は上記の発表をめぐる質疑・討

論を通じても感じられた．ただ個人的な感想として・こ

25
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の研究の多さが主として総観的記述に偏っている面があ

り，その多様さが時に発想の進展を妨げているのではな

いか，と思えることがある．一言でもいえば「Cold

S皿geはそんなに簡単なものじゃないよ」という総本家

的発想と言えようか．我々は外部に居るだけやや気軽な

発想が出来る反面，それを裏付けるぺき観測事実の情報

量ではやはり中国には及ばない．今後の日中交流の一層

の進展を改めて期待した次第である．最後に今回の中国

訪問にあたって，国際交流事業の一環として日本気象学

会から旅費の援助を頂いたことを感謝します．

　6．気候変動に関する発表

　　　　　　　　　岩嶋樹也（京大気候変動実験施設）

　ここでは他の方々の触れない筆者の関心のある気候変

動に関連した発表の中から若干取り上げて全体的な内

容・感想となるように書いてみたい．

　会議は一応表記のように東アジアとその周辺地域に焦

点を当てることになっているが，当然のことながら空間一

時間スケールが大きい大気大循環では，他地域への影響

と逆に他地域からの影響の議論あるいはまた半球的・全

球的な立場からの議論を避けるわけにはいかない．例え

ば，チベット高原やヒマラヤ山脈の周辺の大気循環に及

ぼす影響やENSO等の太平洋海面水温異常と東アジア

大気循環との関連を議論する，というように．観測デー

タに基づいて，合成場解析，相関解析，EOF解析等々

を行うわけだが，幾つかの要因が同時に作用している場

合が多く，これらを分離して議論することはなかなか容

易なことではない（数値モデルによる実験などでは敏感

度を検討することになるわけだが）．

　観測データの解析についての発表の中，Fangは，1

月のr北極域海氷面積指数」と7月の東アジア100，500

hPa高度場，地表面気圧場との相関係数を計算して得た

（冬季極域海氷と夏季太平洋亜熱帯高気圧との）高い相

関が，海洋エネルギーの貯留・南北輸送によるものと推

論した．そこで示された連鎖（因果関係）の物理過程

は，今後さらにデータによって確認されることであろ

う．数少ないデータからうまく本質を抽出することもあ

り得ようが，やはりそれを検証する過程は抜かせない．

きちんと議論するには詳細なデータがなお不足している

のが現状であろうか．こんなことを考えながら，ENSO

関連の発表を聞いた．

　数値モデルによる研究発表では，チベット高原等の力

学的影響や熱的影響が議論されたが，その中で（筆者ら
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の数値モデルによる研究との関連から）Zhu＆Jinの

rチベット高原の東アジア大気大循環への影響」につい

ての発表を特に興味深く聞いた．彼らは，r東アジアで

帯状流型循環が卓越しており」，「この大気循環の季節変

化が6月とか10月に唐突に起こる」という特徴をrチベ

ット高気圧の形成と消滅に関する力学的機構で説明す

る」ためとして，海面水温の南北・時間変化を考慮した

低次の大気一海洋相互作用モデルで大気大循環の季節変

化を議論した．このモンスーン域東西流や高気圧の6月・

10月の唐突な南北方向シフトには地形（による共鳴不安

定）の働きが重要であると結論した．しかし，Yehの議

論したチベット高原の熱的影響のような東西方向の非一

様性については考えていない．また多重解の存在につい

ては議論されなかった．このような点も含めて後で聞く

と詳細な検討を進めつつあるとのことであった．関連す

るZeng＆Liangの大気物理研究所大気大循環モデル

での数値シミュレーション結果の発表を楽しみにしてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
たのだが，残念ながら曽所長の歯科的病気によって取消

された．

　上海上空から西方に広がる大陸を眺めながら，会期中

のあれこれ，新しく出会った人々のことを思い出したこ

とでした．北京・成都・上海の市内や郊外で進められて

いる高層ホテル・アパートの建設ラッシュ，朝昼夕3回

の圧倒される程の自転車通勤ラッシュ，そして，r気象

学報」などで以前から馴染み深い諸先生方の時代から，

今回の会議の企画実施で大活躍されたHuangさんら中

堅研究者，さらにはやがて輩出するであろう，より若手

研究者の時代へとバトンタッチされる日が近いであろう

か等と．

　7．数値モデルを用いた研究について

　　　　　　　　　　　　　　　　住明正（東大理）

　計算機の問題もあるので，数値モデルを用いた研究は

少ないであろうと予測していたのですが，予想以上に，

数値モデルを用いた研究発表は多かった．ただし，この

ような研究をする時には、，やはり，計算機の制約は，大

きいように感じました．

　ほとんどのモデルが，regional　mode1で，垂直に数

層，水平分解能が，2．5。程度のモデルでした．話の内容

は，アジアモンスーンに対し，ヒマラヤの山の影響がど

うか，顕熱の影響は，潜熱の効果はというたぐいの・話

で，山ありの場合，山なしの場合，顕熱あり，なし等々

という実験結果を示して話してくれました．ただ，この

甑天気”34．8．
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種の話から，何が分かるかが重要で，結局，何もかにも，

それなりに重要である，という，自明の結論が出て来る

ことが多いように感じました．その意味では，数値モデ

ルを使う者に，洋の東西を問わずやはり，何を分ろうと

しているのかを真剣に考えてゆく必要がありそうです．

　それと，やはり，中国でも，課の壁は厚いのか，IAP

から，全く同じ様なモデルを使って，同じような実験の

話が出て来たりして，びρくりしました．

　それでも，meso・scaleに対しては，Anthesの開発し

たモデルを持ち込んで走らせるなど，意欲的で，これに

は感心しました．　　　（

　中国は，米国や，英国，ECMWFなどに相当数の人

間を派遣しており，これらの人達が，戻ってきて，ま

た，計算機事情も好転すれば，何といっても，数がいる

ので，数値モデルの分野でも力を増して来るように思い

ます．最後に，中国の人は，皆，なかなかと自信が強い

ように思いました．もう少し，世界の物事の流れに注意

を払った方が，井の中の蛙にならなくて良いのになあと

思った次第です．

　街といえば，30年前の日本に戻った様な印象で，今の

日本の情況と併わせると，何とも，不思議な目々でし

た．

　8．成都での印象

　　　　　　　　　　　吉野正敏（筑波大・地球科学）

　今回の討論会の会場となった成都気象学院は，国家気

象局に属している．わが国では，同列にある南京気象学
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院はよく知られていたが，ここの学院とはあまりこれま

で接触がなかった．しかし，日本からの参加者全員がお

そらく同感であったと思うが，予想以上に内容が充実し

ていた．全国から学生が集まり，その数は約1，000とい

う．講師以上の教員は約400，職員は約100と説明され

た．気象系の他に，電子技術，リモートセンシング，気

象事業・通信工程，高層観測などの系があり，図書館は

30万冊を蔵すると言う．特に，測器関係の部門はすぐれ

ているそうである．

　今回の討論会のオーガナイザーは中国科学院大気物理

研究所の陶詩言教授であったため，発表の中核をなす論

文はここの研究所の第一線の研究者によるものであっ

た．同じ中国科学院の蘭州高原大気物理研究所の人達で

すらごく少数の参加しかなく，北京大学・南京大学・中

山大学などの大学関係，各省の気象局またはそれに所属

する気象研究所関係，中国科学院の地理研究所やその他

の研究所関係などからの発表は多いとは言えなかった．

共同研究者として名は連ねていても，教授クラスの参加

は多くはなかったように思う．しかし反面，もし，これ

ら諸機関の研究者が，現在行っている研究のすべての成

果を紹介したら，それはそら恐ろしい程のものではなか

ろうかと思われる．中国における気象学・気候学研究の

層の厚み・深さを感じた．

　陶詩言教授を初め，黄栄輝博士の大きな努力に深謝し

たい．特に，会が終了したときに印刷製本されたプ・シ

ーディングスが配布されたのは，われわれにとっては，

驚き以上のものであった．

轟b 最近の少雨について

　関東地方では，長期的な少雨傾向により，取水制限な

ど社会的影響が深刻になってきた．このため気象庁で

は，6月30日から週間予報発表時に，より詳細な情報を

付加して，記者発表するようにした．図は，産業気象課

がその時に提供した資料の一部である．この目別累積降

水量時系列図から，今回の状況は，4月から継続してい

るものと解することができると思う．

　産業気象課では，今回のような農業関係に大きな影響

を及ぼすような状況になった場合は，農林水産省に対し

て，“パソコン通信”により，データを提供している．

　　　　　　　　　　　　（気象庁観測部産業気象課）
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ハッチング部が平年より少ない量を示している．

　　　日別累積降水量時系列図4／1～7／14
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