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　 1．は じめ に

　標記 の 会議が モ ロ ッ コ 王 国 カ サ ブ ラ ン カ市カ ン ダ ラ

ホ テ ル で 2003年 4 月 7 日 か ら12日 ま で 開催 され た．こ

れ は文字通 り人工降雨 ・降雪，降雹抑制，霧消散な ど

の研究 ・事業 に 関す る会議で ， 4 年に 1 回 WMO の 主

催，IAMAS の共催で 開か れ て い る もの で ある．前回は

タ イ 王 国チ ェ ン マ イ で 開催 さ れ た （里 村 ・渡邊，1999），

今 回は世界 40か 国 か ら140人 の 研究者 ・技術者が 参加

し，日本か らも筆者 の ほか に 九州大学 か ら脇水健次，

西山浩司 の 両氏 が 出席した ．米国 か らユ タ大学名誉教

授福田矩彦氏 も元気な姿を見 せ られた．今回 はモ ロ ッ

コ の気象局が ホ ス トをつ とめ，WMO の Bojkov 博 士

とプ ロ グ ラム 委員会の 委 員長を務め た トロ ン ト大学の

List博士 が会議の 舵取 りを し て い た ．

　印象的だ っ た の は，中国が気象局 を中心 に 全国的に

気象改変 プ ロ ジ ェ ク トを始め た と い う こ とで ， 24人 と

大挙 して会議に参加 した こ とで ある．もう 1つ は中近

東 ・ア フ リカ の 国々 か ら も数多 くの 研究者 ・技術者が

参加 して い た こ と で あ る．国連が 2025年 まで に世界中

の 人 口 の約 3 分 の 2が水不足 の 問題 に 直面す る と予測

して い る （UNFPA ，2003）が ，今後水不足 が 予想さ れ

る 国々 が 真剣 に 気象改変 に 取 り組ん で い る の が うか が

わ れ た．

　会議は モ ロ ッ コ 王 国 の Yazghi 環境大臣の 歓迎の 挨

拶，WMO 職員に よ る Obasi会長の 挨拶の代読，プ ロ

グ ラ ム 委員会 の List博 士 に よ る 前 回 の 会 議以 降 の こ

の 分野 に お け る 動向の 紹介か ら な る オ ープ ニ ン グ セ レ

モ ニ ーで 始 ま っ た （第 1 図）．会議 の 期間中 に，以下 の

分野 に つ い て 2 の セ ッ シ ョ ン が もた れ た ．

Topic　l　Precipitation　Increase

＊Report　 on 　 8th　 WMO 　 Scientific　 Conference 　 oll

　 Weather 　Modification．
” Masataka　MURAKAMI ，気象研究所．

◎ 2003　 日本気象学会

Ll 　Status　of　precipitation　enhancement

L2 　Methods
，
　theories，　and 　feasibility

1．3　Numerical 　modeling

Topic　2　 Hail　Suppression

Topic　3　 Fog　Dispersal　and 　 Inadvertent　Weather

Modification

Topic　4　1nvestigative　Tools

Round 　Table　Discussion，

　発表論文の 7 割が Topic　1 に 関す る もの で あ っ た．

そ の うち 3 分の 2 が 過冷却 の 雲 に 対す る ヨ ウ化銀 や ド

ラ イアイ ス に よ る シ ーデ ィ ン グ に関す る もの で ， 残 り

が 吸湿性粒子 に よ る シ ーデ ィ ン グ に 関す る もの で あ っ

た．2割が Topic　2 に 関す るもの で，　 Topic　3 に関す

る もの は 1 割程度 で あ っ た．

　以下に ， そ れ ぞ れ の Topicに 関す る研究報告を聞 い

て 印象 に 残 っ た こ と をい くつ か 報告す る．

　 2 ．各国の 取 り組 み

　Bojkov 博士 の 講 演 に よ る と，現在50力 国 を超え る

国 々 が気象改変 に 強い 関心 を持 っ て お り， 毎年世界 30

あま りの 国々 か ら100件以上 の プ ロ ジ ェ ク トが WMO

に 報告 さ れ て い る との こ と で あ る （第 2図，第 3図）．

さ らに ，す べ て の 国 ， す べ て の プ ロ ジ ェ ク トが報告さ

れ て い る訳 で はない こ とを考 えると，こ の 数字は もっ

と大 き くなる こ とを強調 して い た．

　最近 の 動向と し て は，まず，地中海沿岸 （南朿 ヨ ー

ロ ッ パ
， 北ア フ リカ ，中近東） の 国 々 が 気 象改変 に 強

い 期待 を寄せ て お り，後述 す る よ う に WMO が音頭 を

採 っ て 国際共 同 プ ロ ジ ェ ク ト MEDSEEME −PEP を

立 ち上 げた こ とが 挙げ られ る．

　次 に 中国 の 国家的取 り組 み で ある．気象局の Zheng

博士 の報告に よる と，中国 で は 気象局 の 地 方組織 に ま

で 気象改変に 関す る部局を設置 し， ド ッ プ ラーレ ーダ

観測網 ， 無数の 地上設置型 の シ ーデ ィ ン グ装置，各 種

2003年 9月 15

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

ア16

シ
ーデ ィ ン グ 用 航 空 機、

シーデ ィ ン グ用高射砲，ロ

ケ ッ ト砲等を整備 し ， 気象

改変を国家的事業 として 推

進 し て い る と の こ と で あ

る．会議 の 期 間中に行わ れ

た 中国 か ら の 二 十数題 の 研

究発表内容は 現状で は必 ず

し も最先端を行 く もの で は

な か っ た が ， こ れだ けの 物

的，人 的研究資源 を 投入 し

て の 取 り組み か ら，将来大

き な 成果 が 期待 さ れ る．

　最近，東南ア ジ ア で も気

象改変 プ ロ ジ ェ ク トを実施

し て い る国 が増 加 し て い

る．お 隣 の 韓国 で も，過去

十数年間に渇水の た び に何

度 か 気象改変 プ ロ ジ ェ ク ト

を 立 ち 上 げ よ う と し て一
時

的 な も の に 終わ っ て い た

が ，今年 2 月 に 予算が通 り

最低 で も 3 年以 上 の 本格的

な気象改変プ ロ ジ ェ ク トを

ス タ
ー

トし た と の こ と で あ

る，ア ジ ア に お け る気象改

変分 野 で の 協力関係 を立 ら

上 げる た め に 今 夏 ワ
ー

ク

シ ョ ッ プ を行 い た い との 申

し出が あ り ， 筆者 も招待 を

受 けた ．

　 3 ．気象改変技術の進展

　3 ．1　降水増加

　降水増加 に 関 して 目新 し

か っ た の は， こ こ 10数年吸

湿性粒子 に よ る シーデ ィ ン

グが 見直 さ れ て き た こ と で

あ る．吸 湿 性粒子 を シ ー

デ ィ ン グ し て ，大粒 の 雲粒

を発生 さ せ ，衝突併合過程

（暖 か い 雨の メ カ ニ ズ ム）を

促進 し増雨 を図 る と い う概

念は古 くか ら あ っ た が，吸
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第 1 図　オープ ニ ン グゼ レ モ ニ ー
の 風 景 ， 右か ら 2人 目が モ ロ ッ コ 工 国の 環境相．
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第 2 図　最近 IO年間 に WMO に 報告 され た気象改 変 プ ロ ジ ェ ク ト数 の 変 化，降水

　　　 増加 （Prec）， 降雹制御 （Hail），霧消散 （Fug ）（Bojkov ，
2003）．
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第 3 図　最 近 10年 間 で 気象改 変 プ ロ ジ ェ ク トを実 施 し て い る 岡々 ．
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湿性粒子 の微粒化が困難で ，大量 の 物質 を撒 くこ と に

な りコ ス ト的 に も環境汚染の 面か ら も問題が多 く， あ

ま り使 用 さ れ る こ とが な か っ た ．10年以上前 に 南ア フ

リカ で 吸湿性粒子 を微粒化す る （ほ と ん ど を サ ブ ミ ク

ロ ン 粒子 に す る ）技術 が 開発 さ れ て 以来，南 ア フ リカ

は も ち ろ ん米国 NCAR （National　Center　for　AtmQ −

spheric 　Research ） の 研究者 ら に よ っ て世界各地 で 使

用 され る よ う に な っ て き た ．レ ーダ エ コ ーの 面 積 が

シ
ーデ ィ ン グか ら 1〜 2 時間後 に 増加 し て 来る と い う

結 果 が TITAN （Thunderstorm 　 Identification，

Tracking，　Analysis　and 　Nowcasting　software ） と い

う NCAR が開発 した プ ロ グラ ム を用 い て 客観的に 示

され る と言 うこ とで ある．こ の 方法は暖か い 雨 だけ で

は な く， 冷た い 雨 （氷晶過程） の メ カ ニ ズ ム が 働 く雲

に も有効 だ とい うの で あ る．時間か ら推測す る と第 2

世代 ，第 3世代 の 雲 の 発達に効 く と い う こ と な の だ ろ

うか ，ビ ン 法 を用 い た ボ ッ クス モ デ ル で 吸湿性粒子 の

導入 に よ る衝突併合 過 程 の 促進 は 示 さ れ て い る が ，乱

流に よ る混合が支配的な対流雲 で どの 程度 有効 な の

か ， そ れ が どの ように 第 2 ，第 3世代 の 雲 に 影響 す る

の か 未解決の 部分は 大 き い ．ど う い う メ カ ニ ズ ム で

シ
ーデ ィ ン グ し て か ら 1時間以上経過 して 雨域 が 広 が

る の か 全 く明 らか に な らない まま，南ア フ リカ，米国 ，

メ キ シ コ ，タ イ ，ア ラ ブ首長国連邦 ，

…と世界中に 広

ま りつ つ あ る，NCAR の Bruitjes博 士 に
一

刻 も早 く

物理的過程 を解明す る 必要が あ る の で は な い か と話を

向け て み る と ， 彼 ら もそ の点は十分認識 して お りその

た め の 研究費 を取 っ て や りた い との こ と で あ っ た ．

　最 も発表件数の 多か っ た過冷却の 雲か ら の降水増加

を狙 っ た研究の ほとん どは，ヨ ウ化 銀や ドラ イアイス

で シ
ー

デ ィ ン グして そ の 効果 を統計的 に 有意か ど うか

を議論す る と い っ た具合で あ っ た．単純な統計処理 で

は そ の有意性を示す の に 永 い 年月 と膨大 な回数 の 実験

が 必要 な こ と は 以前か ら指摘さ れ て い る の に，依然 と

し て そ の 域を出て い な い もの が な ん と多 か っ た こ と

か ．シ ーデ ィ ン グ後 の レ
ーダエ コ

ー
の 変化 だけを ケー

ス ス タ デ ィ 的 に と ら え て 増 え た 減 っ た と か，エ コ ーの

形状 が 変わ っ た な ど と主観的 な議論をす る，「時代 を 逆

行 す る」 よ うな 発表 が い くつ も あ っ た の は大変残念 で

あ っ た ．物理的手法 に よ る シ ーデ ィ ン グ効果 の解明 の

重要性が指摘 され て 久 しい の に ，そ の ような発表 は 極

め て 少な か っ た．あえ て話題を探す とす れ ぼ ，
レ ーダ

エ コ
ー

の 変化 か ら シ
ー

デ ィ ン グ効 果 を評 価す る の に

NCAR が 開発 し た TITAN と い う ソ フ ト ウ ェ ア が い

ろ い う な とこ ろ で 使 われ始め た こ と で あ ろ うか ．中身

を知 らな くて も結果 が 出て くる の で 素人 に は 便利 な 道

具 な の で あ ろ う．List博士 は こ れ まで 8 回の この 会議

の歩み を振 り返 る 彼 の 講演 の な か で ， 「レ ーダーが 見て

い る もの は地上 降水 と は 必ず し も
一

致 しな い ．レ
ー

ダーか ら求 ま る降水量 は 色 々 な 仮定 に 基 づ い て お り，

場合 に よっ て は シ
ーデ ィ ン グ効果の符号さ え変わ る こ

と もあ り得 る．TITAN は大変便利な道具 で は あ る が

大変危険 な道具 で もある．シ
ー

デ ィ ン グ効果 は地上降

水 で 評価 す る必要 が あ る．」とい っ て ，こ の よ うな 安易

な姿勢を痛烈に批判した．筆者はさら に
一

歩踏 み込 ん

で ，
シ ーデ ィ ン グ効果 に つ なが る 因果関係 を 物 理 的 に

明 らか に す る必 要が あ る と思 っ て い る．

　3．2　降雹制御

　 ロ シ ア ・中国 ・カナダ ・ヨ
ー

ロ ッ パ の 国 々 か ら降雹

制御 に 関す る報 告 が あ っ た が ，シ
ーデ ィ ン グ効 果 の 統

計的評価や シーデ ィ ン グ技術に関す る もの が 主 で あ っ

た ．降雹制御 は もち ろ ん ，降水増加 に 関す る研究発表

で も最適 シ
ーデ ィ ン グ法 に関す る 発表が ほ と ん どな

か っ た の は残念だ，シ ーデ ィ ン グ効果 は シ
ー

デ ィ ン グ

方法 に 強 く依 存 し，対費 用効果 を改善す るた め に は，

最適 シ
ーデ ィ ン グ法の 検討は不可欠な はずなの に，そ

れ 抜き で シ ーデ ィ ン グ装置の 開発 ・改良だ けが論 じ ら

れ て い た．高射砲や ロ ケ ッ ト砲 と兵器 シ ョ
ーま が い の

発表 が多か っ た ，シーデ ィ ン グ効果 を物理 的に調べ る ，

もっ と基礎的 な研究が必 須 で あ る．中国 な どか ら若干

の 数値 モ デ ル を用 い た 降雹制御実験 の 発表は あ っ た も

の の ，使用 して い る モ デ ル の性能 や シ
ー

デ ィ ン グ方法

の取 り扱 い な ど に 問題 が あ り，高精度雲 モ デ ル を用 い

て 現 実的な シ ーデ ィ ン グ方法を採用 し た数値実験に よ

る物理 的評価が 急務で あ る．こ の 辺が2001年 6 月 に発

表 され た WMO の 気象 改変 に 関す るス テ
ー

トメ ン ト

（WMO ，
2001）で 最 も確実な 気象改変技術 は過冷却の

霧消し，次に 山岳性降雪雲の 増雪 ， 最も不確実 な もの

が 降雹制御 と報告さ れ て い る 所以 か も し れ な い ．多 く

の 国 々 で 降雹制御の プ ロ ジ ェ ク トが行わ れ て お り ニ ー

ズ が 高 い の だ か ら，も っ と 物 理 的手法 を導入 し て プ ロ

ジ ェ ク ト を推進 し て ほ し い もの で あ る．降雹制御の研

究 に は もう
一

工 夫が 必要 そ うで あ る ．

　 3．3 霧消散 と非意 図的気象改変

　 液体炭酸 ・液体 プ ロ パ ン
・ドラ イ ア イ ス な ど を用 い

た 過冷却霧 の 消散技術は，WMO の ス テ ートメ ン トで

も最も効果 が は っ き り し て い る もの と し て ラ ン ク さ れ

て お り，手 法 も ほ ぼ 確立 し て い る．そ の せ い か ，さ ほ
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ど El新 し い も の は な く事業化 に 関す る発表が主 で あ っ

た．暖 か い 霧 の 消散 に 関して は，経済効率 は良 くな い

も の の 昔 な が らの ジ ェ ッ トエ ン ジ ン や ガ ス バ ーナーで

空気を暖め て 霧を蒸発 させ る手法 を採用 した プ ロ ジ ェ

ク トの 報告 もあっ た．

　
・一

方，非意図的気象改変 に関す る発表は 2， 3題 と

少 な か っ た が ，こ の 分野 の 研究 を活性化 さ せ た い と い

う List・Bojkov 両博士 の 意図が伝わ っ て き た ．今後 の

地球温暖化等 の 気候変動や人為発生起源 の エ ーロ ゾル

や バ イ オ マ ス バ ーニ ン グ に よ る エ
ー

ロ ゾル の 大 量放 出

に 伴 う雲 ・降水過程 へ の 影響 を通 し て の 降水 量 の 増減

は，気象改変技術開発 の ニ
ーズ に 関係 して くる ば か り

で は な く，将来 の 雲 ・ 降 水 過 程 の 変化 は 気象改変 の た

め に採 用す る シ ーデ ィ ン グ方法そ の もの に も影響を 与

え る可能性が あ る と い うの で あ る．しか し両博十 の本

当の ね ら い は ， 気象改変だ けをテ
ー

マ に す ると，とも

す る と人 工 降雨屋 と呼 ばれ る よ うな 技術者の 参加が 大

勢 を占 め る会議 に な りが ちな の を，非意図的気象改変

を含め る こ と に よ っ て 雲物理 な どの 関連分野 の 研究者

の 参加 を促 した い と い う と こ ろ に あ る の か も し れ な

い ．

　 4．理想 と現 実 の ギ ャ ッ プ

　 Bojkov 博士 は講 演 の 中 で ，　WMO の 立場 か ら，今後

の 水資源管理 の 手段 と して の 気象制御 の 重要性 の 高ま

りの 背景説明 を し，WMO が 2001年 に 出 した 気象制御

実施に関す る ガ イ ドラ イ ン を引用 して 以 トの 点 に 留意

して 今後 プ ロ ジ こ・ ク ト を実施す べ き だ と力説 し て い

た．

　 1．事前の 降 水 の 地 理 的 ・気候 学的調 査 ．（こ れ は，

　　　無作為な シ ーデ ィ ン グ実験を標的地 と標準地を

　　　設 けて 行 う場合 に そ の 設計段階 か ら重要 に な っ

　　　て く る も の で あ る．）

　 2．雲 の 内部構造 ・降水機構の 理 解 ， 雲 の シ
ーダ ビ

　　　 リテ ィ の 評価 発生頻度 の 把握．で き れ ば，観

　　　測だ け で は な く，事前 の 数値実験 に よ る 評価

　 3．事業化す る場合 に は，無作為 な シ
ー

デ ィ ン グ実

　　　験 の 励行 ，シ
ー

デ ィ ン グ効果 に い た る物理 過程

　　　の 把握，

　 4 ．第 3者 に よ る 客観 的 な シ
ー

デ ィ ン グ効 果 の 評

　　　価．

　
一

つ
一

っ 大変 もっ と もな こ と で，誰 も異論 を挟 まな

い ，誰が 考え て も最終的 に は そ こ に 落ち着 くだ ろ う と

考 えられ るもの で あ る．しか し，今回 の 各国 か らの 報

第 1表 1977，1988， 1999年 に WMO に 報告 さ れ た

　　　 気象改変 プ ロ ジ ェ ク トの 実 施 機 関 の 割 合

　　　 （パ ーセ ン ト）．農 業関係 （Agricu］ture），保

　　　 険会社（lnst【rance ），研 究機 関 （Research ），
　　　 国 の 気象 水 文 機関 （NMHSs ），水資源関係

　　　 （Water 　supply ），電力関係 （Encrgy 　sec・

　　　 tor）、その 他 （Others）（Bojkov ，2003＞，

　　　　Year

Organization 1977 1988

　　　　　h−

1999

AgriCulture 32 46　　 i　 45　　　　　「
Insurance 6 1

「
−
　3

Research 29 5 5

NMIISs 9 23 27

Water　SUpply 9 12
　　　　」一内
10

Ene！
’
9y 　sector 3 8 2

Othel・s 12 5 8

告 を聞 い て い る と い っ た い 何力国が こ れ を実施 し て い

る の か 首 を傾 げた くな る．笛吹 けど踊 らず とい う感が

強 い ．

　現在世界中 で 実施 さ れ て い る気 象改変 プ ロ ジ ェ ク ト

の ほ と ん ど は事 業べ 一
ス で 行われ て お り，研究べ 一ス

で 実施 し て い る プ ロ ジ ェ ク ト は 極 め て 少 な い （第 1

表）．研究的な こ と に 余計 なお 金 は使わ な い と い う こ と

か ，上述の 第 1 項・2 項を事前 に 実施 し て い る プ ロ ジ ェ

ク トは 少な い ，
一

応 ， 第 3 項の無作為な シーデ ィ ン グ

は か な りの プ ロ ジ ェ ク トで 採 用 さ れ て い る が ， シ
ー

デ ィ ン グ効果の統計的評価 の 信頼度は高 くな い ． シ
ー

デ ィ ン グ効果 の 物理的把握 は第 1 ・2項 と同様， コ ス

トが か さむ と い う理 由か らほ とん ど行われ て い な い ．

NCAR が発展途上国か ら の 依頼 を 受 け て 技術指導 の

形 で 実施 し て い る プ ロ ジ ェ ク トで さ えも ， 予算の制約

が きつ い の か そ の よ うな研 究的色彩 の 強 い 項 目は十分

に実施さ れ て い な い よ うで あ る．第 4項 の第三 者に よ

る評 価 も，民間 の 人 工 降雨 請負会社 が 参 入 した場合 に

は，ど の 程度客観的評価 が な され る の か 疑 問 で あ る．

ロ シ ア の 研究所 も何 10 トン もの シ ーデ ィ ン グ物質 を積

載可能な航空機を提供 で き る と民間気象会社 束が い の

パ ン フ レ ッ トを会場 に 配 っ て 宣伝 に 躍起 に な っ て い

た ．発展途上国に 気象改変 プ ロ ジ ェ ク ト を普及さ せ よ

う とす る と き，この よ うな民 間会社等 の 手助 けを必 要

とす る こ ともあ る が，行 き過 ぎ る とプ ロ ジ ェ ク トの性

格が 科学的 な も の か ら大 き く逸脱 す る恐 れ も あ り，諸

刃 の 剣 と い っ た と こ ろ で あ ろ うか ．こ の ジ レ ン マ か ら

か ，Bojkov 博 士 が 民 間会社 の 担 当者 が 持 ち時 間 を越

えて プ ロ ジ ェ ク トの 成果 を発表 （宣伝 ？） し よ う と し
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た の を厳 し く制 止 した り，ロ シ ア の 研究所の 宣伝用 パ

ン フ レ ッ トを苦々 し く手 に とっ て い た の が印象 的 で

あ っ た．

　Bojkov 博 士 が 講演の 中で ， 最近立 ち 上 げた 国際共

同プ ロ ジ ェ ク ト MEDSEEME −PEP に っ い て の 紹介

を行 っ た が ，こ れ が こ の ジ レ ン マ を解消す る た め に

WMO が取 っ た方策なの で あ ろ う．こ の プ ロ ジ ェ ク ト

で は

　 1 ．水資源管理 の
一

手法 と し て の 降水増加実験を通

　　　 して ，
こ の 地域の 水不足 ・雨不足 の緩和を は か

　　　 る．

　 2．降水増加実験の計画立案 ， 可能性の評価 ，
プ ロ

　　　 ジ ェ ク トの 実施要領，効果判 定 に 関するア ドバ

　　　イ ス ，ガ イ ド ラ イ ン， トレ イ ニ ン グ の提供

　 3 ．科学的研究の推進 ， そ の成果 の 気象改変技術へ

　　　 の 応用，気象改変技術 の こ の 地域 の 国々 へ の 移

　　　転．

　 4 ．気 象改変 に 関 す る情 報 の 共有 と 国際協 力 の 推

　　　進．

　 を 目的に掲げ，気象改変プ ロ ジ ェ ク トの科学的推進

と発展途上 国 に お ける気 象改変技術 の 育成 を 目論 ん で

い る．

　 5 ．おわ りに

　本稿で は ，
こ の 会議に対す る印象 と し て ， 「目新 し い

もの な し」・「時代 の 逆行 」な どと少 々 厳 しい こ とを書

きす ぎた か もしれ な い ，こ れ は筆者 の 気象改変が 科学

的 なもの と して発展 して ほ しい と い う強 い 思 い 入 れ か

ら きて い るもの で あ る．こ こ 十数年間 の 少 々 停滞気味

の気象改変研究の現状は，世界的な この 分野の研究費

不足 に起 因して い る と思われ る．米国の 民間気 象会社

の Henderson 氏が 「ス ポ ン サ ーは一滴で も多 くの雨が

降 れ ば文句 を言 わ な い ，戦後 ま もな くか ら40年以上気

象改変プ ロ ジ ェ ク トを実施 して い る」 と胸 を張 るよう

に ， 世界 中で行わ れ て い る プ ロ ジ ェ ク トの ほ とん ど は

乾燥 ・半乾燥地帯で 恒常的に水不足に 苦 しめ られ て お

り，と もか く人 工 降雨を や っ て み る と い う ス タ ン ス で

あ る．

　 しか し，こ の 会議期間中に 気象改変研究の 将来 に 光

明 も見 い だ せ た，上 述 した よ うに ，
・WMO が MEDSEEME −PEP を立 ち 上げ，国際協力

　 を 通 し て 各国 の 資金不 足 を克服 し，科学的 な 発展 を

　成 し遂 げようとして い る．

・中国が気象改変 に た い す る 国家的取 り組み を開始 し

　 た ．

・韓国 も本格 的 に 気象改変プ ロ ジ ェ ク トを開始し た ．

　 これ らの こ と は ，
こ の 分野 に とっ て 朗報 で ある．さ

らに ， NCAR の 研究者 の 話 に よる と，米国 の 科学技術

政策 の 見直 しで ，気象改変研究に再び大き な研究費が

つ く可能性が出て き た と い うの で あ る． と もす る と 人

工 降雨屋 ばか りが 目立 っ た今回 の 会議で あ っ た が ，次

回 まで に 世界各地で研究 ベ ー
ス の気象改変プ ロ ジ ェ ク

トが多数実施 さ れ，新 しい 研究成果 を携 えた雲物理学

な ど 関連分野 の 研究者 が 多数集 う会議 に な る こ と を 期

待 し た い ．

　最後 に 我田引水 に な る か もしれな い が
， 気象研究所

と利根川 ダム 統合管理事務所 が水資源安定確保を目指

し て 1994年度か ら実施 し て い る人 工 降雪 に 関 す る 共同

研 究 の 概要 と成 果 の 発表後，座長 を務 めた NCAR の

Foote 博 士 か ら 「物 理 的手法 で 人 工 降雪実験 を推進 し，

明快な結論を得た数少な い プ ロ ジ ェ ク ト の
一一

つ で あ

る 」と の 賛辞 を い た だ き，　Bojkov 博士 も是非 WMO に

プ ロ ジ ェ ク トの 報告 を し て ほ し い と駆 け寄 っ て くれ

た ，我々 の プ ロ ジ ェ ク トが 国際的 に も高い レ ベ ル に あ

る こ とを実感 で きた の が 今回 の会議参加 の 大 きな収穫

で あっ た ．事業化を急 ぐ こ とな く，こ こ 9年間，基礎

的研究に 理解を示 して くれた利根川ダ ム 統合管理事務

所 お よ び国土交通省関東地方整備局 の 関係者 に 感謝 す

る．

　 乾燥地域 の ように 恒常的 で はな い に しろ，気候変動

に 伴 っ て今後 ますます豪雨豪雪 と，逆 に 少雨 少雪 とそ

れ に伴う渇水 が頻発す る こ とが懸念 さ れ て い る．降水

の 人 工 調 節 は，日本 の 山岳性降雪雲 の よ う に 条件 を満

た した 雲 で は最大30〜40％の増雪が見込 め る魅力的な

技術で あ る．水不足 ・渇水 を緩和す る た め の ， そ して

今後は水資源 を管理す るた めの 一手法 と して ます ます

重要性が増 し て くる も の と思 わ れ る．世界的に は水不

足 問題 が 深刻 化 す る こ とは間違 い な く，そ の ような

国 々 へ の技術支援 の 必要性 も高 ま る で あ ろ う．

　 日本に お け る地球規模水循環研究イ ニ シ ア テ ィ ブ を

は じ め 世界 各国 で 同様 の 研究プ ロ ジ ェ ク トが 動 き 始 め

た昨今 ， 日本に お い て も水資源管理 と そ の有効利用 の

た め に 短期 ・長期 の 降水予報精度の 向上 と そ の 利用 は

勿論 の こ と，水循環 サ イ ク ル を少 しだ け調節 して 人類

が そ の 恩恵 を受け る気象改変ある い は気候改変に関す

る 研究 も見直 さ れ て も良 い の で は な い だ ろ うか ．

2003年 9月 19

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

720 第8回 WMO 気象改変 に 関す る 科学会議出席報告

　　 　　 　　 　 参　考　文　献

Bojkov ，　R ．　D ，2003 ：International　 collaboration 　in

　 weather 　 modi 　fication：preparations　 for　precipita−

　 tion　 enhuncement 　 on 　 scientific 　 base ：MED ・

　SEEME −PEP ，8th　 WMO 　 scientific　 Conferen⊂e　 on

　 weather 　modification 　WMP 　Report　No 、39，11−15．

略語 の 解説
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　 and 　Atmospheric　Science国際気象学 ・大気科学協会

WMO 　：　World 　Meteorological　 Organization世 界 気

　 象機関

MEDSEEME −1）EP ：The 　 Mediterranean ，　 SE 　 Europe

　 and 　Middle　East　 countries
−PrecipitaticnEnhance−

　ment 　PrQject地 中海 ， 南東 ヨ ー
ロ ッ パ お よ び ［11近 東地

　域 に お け る降水増加 プ ロ ジ ェ ク ト
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　米 国 大気研究 セ ン ター

＿ 支部 だ よ り

関西支部2003年度例会開催の お 知 らせ

　2003年度関西 支部例会 を 次 の 日程で 開催 し ま す ．詳

細 は，関西支部 （電話 ：06−6949−6323，また は 電子 メー

ル ：msj −knsi＠ ma ．kcom ．ne ．jp） ま で お 問 い 合 わ せ く

だ さ い ．プ ロ グ ラ ム な ど は関西支部の ホ ーム ペ ージ

＜http：／fwebclub，kcorn．ne ．jp／ma ／msj
−knsV ＞ に 掲

載 い た します，

第 1回例 会 （中国地区）

　開催 日時 ：2003年11月 8 日 （土 ）

　　　　　 10時30分〜17時00分

　会 　 場 ：広島地方気象台

　　　　　　（広島市中区上 八 丁堀6−3G

　　　　　 広 島合 同庁舎第 4 号館 15階防災連絡 室）

　テー
マ ：設定せ ず

　特別講演 ：大西晴夫氏 （大阪管 区気象台）

　題 目 「気象学会 と気象庁
一そ の 望 ま し い 連携 と は」

　要旨集原稿締切 日 ：2003年10月 8 囗 （水〉

　　　　　（発表 申込 は締切 り ま し た 〉

第 2 回例会 （四 国地 区 ）

　開催 日時 ：20 3年 11月 21日 （金）

　　 　　 　 13時 00分〜17時O〔｝分

　会　　場 ：香川大学教育学部研究交流棟会議室

　　 　　 　　（高松市幸町 1−1）

　テ
ーマ ：「局地気象 ・中小規模現象」

　特別講演 ：米谷 俊彦氏

　　　　　　（岡山大学資源生物科学研究所）

　　　題目「熱影像温度計 を用 い た 局地気象 の 観測」

　要 旨集原稿締切 日 ：20 3年 10月21口 （火）

　　　　　（発表申込 は締切 り ま した ）

第 3 回例会 （近畿地区）

　開催 日 ：2004年 2 月24日 （火）

　 会　場 ：神戸商船大学

　　　　　（20 3年10月 よ り神戸大学海事科学部）

　　　　 総合学術交流棟 1階コ ン フ ァ レ ン ス ホール

　 　　 　　（神戸市東灘 区深江南町 5−1−1）

　テ ーマ ：「海洋 と気象」 （仮題）

　発表申込 締切 目 ： 2003年12月 8 日 （月）

　要 旨集原稿締切 日 ：2004年 1月 20日 （火〉
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