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はじめに

　2013 年の 夏、日本列島は 記録的猛 暑 とな り、多く

の観測地 点で 日最高気温 の 記録 を更新 した。こ の 猛

暑は、熱 帯西太平洋 の 活発な対流活動に伴 う太平洋

高気圧 の 南か らの 張 り出 し と、イ ン ドモ ン ス
ーン域

の対流が活動化し た こ とに伴 うチ ベ ッ ト高気圧 の 強

化と東へ の 張 り出しの 両者が重 な っ た こ とに よ りも

たらされ た。

　地球温暖化が進行 しっ っ あ る 昨今、世界各地 で 頻

発す る異 常現象に 対 し て 温暖化 が どの 程度寄与して

い る か を問わ れる こ と は 少な くな い が 、個 別 の イ ベ

ン トは 人 間活動 の 有無 に 関 わ らず大気 の 揺 ら ぎの 中

で 自然に 発生する た め ，決定論的に 人間活動 に 起因

する と判断す る こ とは 不可能 で あ る 、

一
方、過 去 の

人為起源 の 温 室 効果 ガ ス や エ ア ロ ゾル の 排出 に よ っ

て そ の よ うなイ ベ ン トの 発生確率 が どの 程度変化 し

て きたかを評価 （ア トリビ ュ
ー

ト）す るこ とは 可能

で あ り、Event　Attribution （EA ）と呼 ぱれ て い る。

本研究 で は 2013 年夏期 を対象に、大気大循環 モ デ

ル （AGCM ）を用 い た 巨大ア ン サ ン ブル 実験を実施

し、日本の 猛暑に対する EA を試み た。

Event　Attributionの手法

　用 い た AGCM は、　 MIROC5 （大気解像度 T85、

海洋解像度 1°
× 1°

） の 大気部分 で あ る。AGCM に

与 え る境 界条件 （外部強制、海面水温 ［SST ］、海氷 ）

を 使 い 分 け る こ と に よ り、2012 年 7 月 の 再現 実験

（ALL 実験）に 加 えて 、地球 温 暖化 が起 こ らな か っ

たと仮定 し た場合の 仮想実験 （NAT 実験）を実施 し

た （詳細 は表 1）。 両実験 と も 100 メ ン バ ー
の ア ン サ

ン ブ ル を作成す る。ま た 、ALL 実験を 1946 年
〜2011

年 に延長 し た実験 （ALL ・LNG 実験 、
10 メ ン バ ー

）

を用意 し、気候値の 作成に利用 した。以上か ら、ALL

実験 と NAT 実験 におけ る極端事象の 発生確 率の 差

を温暖化 に よ る寄与と し て定量化する こ とが で き る 。

表 1 ： Event

Att  bution
の 実 験設 定

結 果

　図 1 右 図 の 陰影 は 、過去 35 年間 の 日本列島上 の 7

月 か ら 8 月 の 地 表気温 偏差 の 確率密度分布 で あ る 。

▼ が 2013 年の 実況 で あ り、こ の 年 の 猛暑が 90 パ ー

セ ン タ イ ル を 超 える 極端 現 象 で あ っ た こ とが 分 か る。

図 1 左 図 に 、こ の イベ ン トを引き起 こ す要因 とな っ

た 気象場 の 特徴 を示 す。実況 で は、熱帯東太 平 洋 の

活 発な対流活 動 に 応答 して 日本 の 南側 は 高気圧 に覆

わ れ た （陰影 ： 850hPa 流 線関数偏 差 ）。更 に 、イ ン

ドモ ン ス ー
ン の 強 化 に 伴 い （陰影 ）、チ ベ ッ ト高気圧

が 平年 よ り強化 し 日本 E空ま で 張 り出 し （線 ：

200hPa 高度偏差）、上層 と下層の 高気圧 が 重 なっ た

こ とで 猛暑が もた らされた。2013年 の ALL 実験 100

メ ン バ ー
の うち特に猛暑 とな っ たケ

ース の 中に は観

測 と同様の 特徴が再現され た メ ン バ ーが存在 し （図

1 中央）、モ デ ル が 2013 年 の 内部変動 の 特徴 を捉 え

て い る こ とが確認 で きる。

　 こ の よ うな特徴 を含む多様な大気の揺 ら ぎに よっ

て 2013 年 の 実 況 を超 え る猛 暑が発生す る 頻度 を

ALL 実験 と NAT 実験 で 比較 したもの が 図 1右 （実

線 ：ALL 、破線 ：NAT ）で あ る。こ れ ら の分布 か ら、

人為起源 の 温暖化 に よ り 2013 年の 猛暑の発生確 率

が 1．3％か ら 8．9％ に増加 して い た と見積 もるこ と

が で き る 。 しか し こ の 値 は、イ ン デ ッ ク ス に 用 い る

変数や NAT 実験 の 下部境界条件の 定義の 仕方 に依

存す るた め、発表 で は 、これ らに つ い て 様 々 な角度

か ら検討 した EA の 結果 を紹介す る 予定 で ある。
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