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〔シ ン ポ ジ ウ ム 〕 602 （ス ペ シ ャ ル ・セ ッ シ ョ ン ：降雪　中小規模擾乱 ；雪雲 ；雲物理）

1992年度 日本気象学会秋季大会

ス ペ シ ャ ル ・ セ ッ シ ョ ン 「雪」の 報告
＊

播磨屋 敏 生
’ 1 ・松 尾 敬 世

＊2
・ 永 田 雅

＊ 3
・ 藤 吉 康 志
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　 1992年度秋季大 会 に お い て ス ペ シ ャ ル ・セ ッ シ ョ ン

「雪」が 行わ れ た 、この セ ッ シ ョ ン を企 画 し た趣旨は以

下 の よ うで あ っ た，

　 雪 に つ い て の研究が 今 ま で に た くさん行わ れ て きた

が
， 学 会 で は 総観気象，中小規模現象 ， 積雲対流，雲

物理 な ど 別 々 の セ ッ シ ョ ン で そ の 成果が 発表され て き

た．降雪現象 を総 合的 に 理解す る た め に は，い ろ い ろ

な分野 の研究者が 一
堂 に 集 ま P，異な る 角度か らの 意

見 を出 し合 い ，議論す る こ とが有意義 と考え ら れ る．

　 こ の よ うな呼 び か け に対 し て，26題 の 講 演申 し 込 み

が あ り，学会 2 日目 の 午前，午後に わ た っ て 発 表が行

われ た ．発表の 順序は 講演 内容 を考慮 し て ス ケ ー
ル の

大 き い 方 か ら小 さ い 方 へ と して ， 3人 の呼び か け人が

分担 して 座長 をつ と め た．講演発表後 に 全体 に わ た る

活発な総合討論 が 播磨屋 の座長の も と で 行 われ た．

　全体の ま と め を以 下 に 記 す、降雪現象は，ス ケ ー
ル

の 異 な る擾乱間の相互作用，素過程 の 総合の 結果 と し

て起 こ っ て い る．現在の と こ ろ，降雪現象 に つ い て あ

る程度 の 理解が 得 ら れ て い る とは 言え，メ ソ 擾乱 の 種

類 の 整理 と そ の メ カ ニ ズ ム の 解明 ，降雪雲 の 形成維持

機構及 び降雪量 に結び つ く微物理過程 の 理解な ど，ま

だ多 くの 課題 が 残 さ れ て い る．

　複数台 の ド ッ プ ラ ーレ ーダーに よ る流れ の 場 は よう

や く得 られ る よ う に な っ たが ，熱力学 の 場や微物理過

程 の 理解 の た め に は 飛行機観測が必要 で あ る，現 象を

よ り よ く理解す るた め、また 観測を補 うた め に 数値 モ

デ ル を使 い な が ら の 解析も 必要で あ る．ある地域 で の

現 象 は，他の 地域 で の 同種 の 現象 と 比 較す る こ と に

よ っ て
， そ の 理解が進 む こ とが期待 され る の で，他 の
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地域に お け る総合観測 も重 要 で あ る．残 さ れ て い る課

題解決 の た め に 大規模な 総合 プ ロ ジ ェ ク トの 要望が 出

された と こ ろ で 総合討論が 終了し た．

　 こ の ス ペ シ ャ ル ・セ ッ シ ョ ン が 現時 点に お け る降雪

研究の 到達点 と今後 の 課題 を示 す こ と に 役立 っ たな

ら，目的は達成さ れ た こ と に な る．各論 と して
， 分担

した講演に つ い て の 各座長 の コ メ ン トと総合討論 の 要

約 を以下 に 掲げ る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（播磨 屋敏 生）

講演 に つ い て の コ メ ン ト

「メ ソ α 以上 の ス ケール の 擾乱・現象 （A201 −A 　207）」

　降雪 （水）量 の 分布 に は大規模場，中規模の 気 象擾

乱 （大会 予稿集 A201 ，仁 科）に 加 え，地形の 影響が大

き い こ と は A202 ，　 A 　203 （力石他）の報告に も示 さ れ

て い る．一
方，メ ソ擾乱は出現 が 間欠的 で ，現われ な

い 時 に は
， 地形だ け で降雪分布が 決まるような場合 も

ありうる．しか し ，

一
般 に は様々 な擾乱 と地形の 影響

の 共存 を考え る 必要が あ る．さ らに
， そ の 擾乱自体 も，

大規模場 の 中に メ ソ α ス ケ ー
ル （2，000　km 〜200　km ）

の 擾乱 （構造 ） が あ り，そ の 中に よ り小 さな ス ケール

の 構造が 見 い だ され る ，と い っ た 多重 ス ケ ー
ル （A

204 ，二 宮） が 認識 さ れ て きて い る，

　主極前線帯の 北 の 寒気内に お い て ，上空 の 寒 冷渦 の

影響下 で ，下層 の 地形 的な傾圧帯に 総観規模低気圧 の

循環が前線強化的 に 作用 す る こ と に よ っ て発達 し （A

204，二 宮），200km 〜7  O　km の 大 きさ の ス パ イ ラ ル

状または コ ン マ 型 の 雲シ ス テ ム を伴 う polar／comma
−
cloud 】ows （Ninomiya ，

1989
， 気象集誌 67 巻 1 号）

や ，海陸分布や 山岳系 などの 地形的な強制で発生 ・発

達 す る 日本海寒帯気団収束帯 （JPCZ） の 帯状雲 （A

205
， 永 田）な ど，個々 の メ ソ α ス ケー

ル の 擾 乱 は そ れ

ぞ れ構造 や形成過程な ど が 明 らか に され て きた，一一
方

で，
一

旦 弱ま っ た帯状雲 が偏 西風帯 の トラ フ の 接近 と
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共 に メ ソ α ス ケー ウ の 渦状擾乱 と し て 再発達 した 例

（植村，1980、大気 27 巻 1号 ） も あ る． 1種類の擾乱

だ け で ，全て の 場合を説明で き な い の は もち ろ ん，
一

連の event の 中で も擾乱の 性質が 時間 と 共 に 変化 す る

可能性 も考慮 し，特定 の 擾 乱 に と らわ れ な い こ とが 肝

要 で あ る と思 う、

　 も う一一
つ の 問題点は，寒冷渦や jet，気団変質 放射

冷却 に よ る寒気の形成，陸風な ど，メ ソ 擾乱 の発達 に

基本場 を提供 す る 総観場 の 擾乱 や プ ロ セ ス ．関与 す る

要囚な ど の 理解で あ る．特に ， 陸風は，陸上 の 下 層気

温 の 日 変化 に 基 因す る 海陸風循環 に 伴 うもの と，海陸

問 の 気団変質 の 差 に 基閃す る 沿岸前線強化過程に伴 う

もの の 区別 が 明確で な い こ とが あ る，ど ち ら が 支配的

か を決 め る こ とは容易で は な い し，相対的に 大 き な ス

ク
．一ル の 鉛直循環 に は 後者 が，地上 の 収束線 の 位 置 の

最終的 な決定 に は前者が主 に 効 くとい う場合 も考え ら

れ よ う，ま た寒 冷渦 も，た と え同 じ強さ の 渦度と温度

の 偏差 を持 っ て い た と して も，背景場の傾圧性の 違い

で そ の 力学 的 な 作 用 は 異 な る の で，そ の 影響 は
一

通 り

で は な い と考え られ る．

　最近 よ 1丿細 か く実態把握 が進ん で い る メ ソ 擾乱 に 密

接に 関係 す る，よ りス ケール の大 き な 擾乱 ・過程に つ

い て ，最新 の 総観気象 の 知 識 に よ っ て 観 測事実 を記述

す る仕事 は，メ ソ気象 の 基礎 と して 重要 で ある の に 、

活動的な研究者が 少 な い の は残念 で あ り，自ら の 反省

も込 め て ，今後 の 課題 と し た い ．

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 （永 田 　雅）

「雪雲　　（A 　208
− A　216＞」

　 こ α）セ ッ シ ョ ン で は， 9題中 5題が 渦状擾乱に 関係

し，ま た， 4 題 が 2 台 の ド ッ プ ラ
ー

レ
ー

ダ
ー

を 用 い た

観測結果の 報告で あ っ た ，従 っ て ， 「雪」の 問題 を総合

的 に 考 え る に は や や 偏 っ た話題 に な っ た． こ の 傾向は

ス ペ シ ャ ル ・セ ッ シ ョ ン 全体 に も当て は ま り，現在は ，

「雪 亅とい う よ D も f雪雲 」の 方 に 多くの 関 心 が 集 ま っ

て い る よ うで あ る，確 か に ド ッ プ ラ
ーレ ーダーは 魅力

的 な 装置 で あ る が ，そ れ 以前に 主 に 行わ れ て き た 地上

で の 降雪 ・積雪観測 との 関連性に 欠 け て き た感が あ る．

他 の セ ッ シ ョ ン で は 両 者 を 結び付 け る報 告 も あ る が，

数が 少な い ．複数 の ドッ プ ラ
ー

レ
ーダー

を用 い た観測

に よ っ て，雪雲 内 の気流構造が 明 らか に な る に つ れ，

擾 乱 の 成 因 と維持 機媾 に 研究の 中心 が 移 っ て き て い

る，そ れ と共 に ，雨 雲 に は な い 雪雲 と し て の 特徴 が 何

処に あ る の か と い う問 い か けが薄れ て きて い るの も事

実 で ある，今後，様 々 な視野 か らの 研究が 行 わ れ ，総

台的 な 「雪」の 研究 が 進展す る こ と を強 く願 っ て い る，

　上記 の よ うな不満 は あ る もの の ，寒気流中に発生 し

た メ ソ ス ケー
尸レ の 渦 状擾乱の 3 次 元 的 な 気流構造，及

び そ の 時間変化を 明 ら か に し た の は ，我が 国 で は 本

セ ッ シ ョ ン で の 発表が初め て で あ ろ う，渦 の 大 き さ と

渦度の 強 さ等が定量的 に 観測 され て い る，渦 の 階 層性

に つ い て も報告 が あ り， 渦 度を もっ た よ り大 き な 場 の

中 で 、あ る ス ケ ー
ル の 渦 が どの 様に 発 生し て い くの か

に 興味が 持 た れ た．更に，主風向 と ほ ぼ平行な 方向に

伸 び た い わ ゆ る ロ ン ジチ ュ
ーデ ィ ナ ル な筋 雲 の 中 に

は ，周囲の 地形に よ っ て作 ら れ る 局地風 の 影響 を強 く

受 けて い る もの もある とい う報 告が あ っ た，また，全

体 と して は必 ず しも降雪強度が強 くは な い 雪雲 の 中

に ，数百 メ
ートル の ス ケール で局所的に 異常 に 降雪強

度の 強い 領域が ある とい う興味深い 報告も あ っ た．

　複数の ド ッ プ ラ
ー

レ
ー

ダ
ー

を用 い た観測 が，我が国

で もよ うや く可能に な っ た．今後 は ， 熱的構造 も同時

に と ら え る こ と が 出来 る よ う，航空機 を 用 い た観測体

制 の 充実が 望 ま れ る．

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 （藤吉康志）

「降雪 の 雲物理 （A251 −A　26G）」

　 こ の 分野 は，microphysics と もい わ れ る よ うに ，降

雪粒子
一

つ つ の 成長 等，ミ ク ロ な物 理過 程 を取 り

扱 っ て い る．昨今 の 「雲物理学」が ，
ミ ク ロ か らメ ソ

へ さ ら に は マ ク ロ ス ケ
ー

ル へ と拡大 し，「雲の 物理学」

と して 変容 して い る の に 比 べ ，や や吉典的な 感 じが す

る分野で は あ る．全部 で 10題 の 講演 があ り，観測 に 関

す る発表が 9題 実験 に 関す る もの が 1題 あ っ た．以

前 に 比 べ 実験 に 関 す る 発表が 激減 し た 中で，降雪素過

程 に 関す る実験 が行わ れ ，着実な成果が 上 げ られ て い

る こ とが 目を引く．観測 の 発表 で は，雪雲 の 内部が 目

で見え る もの と し て 現実味 をお びて きた こ とが 最近 の

成果 で あ る．し か し，全体を通 し て ，降雪現象の 全体

像が 物理 的 に 明 ら か に な っ た と は い え な い 状況 に あ

る，

　 こ の 分野 に お け る最近 の 国際的 な動向 をみ ると，観

測 と モ デ リ ン グを
一

つ の 対 と し て降水現象を 理解 し よ

う と す る方法が 一・般的に取 り入 れ られ て い る．「学問 に

王 道な し」と よ く言われ る が， こ の 方法は 「成功 へ の

王道」か の ように 採用 され ， 特 に プ ロ ジ ェ ク ト研 究 に

拍車が か か っ て い る．観測の 実施，モ デ リン グ との 比

較検討及 び問題点の 提起，問題 点を調 べ る観測 の 実施

48
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と い う，観測 と モ デ リン グの サ イ ク ル を通 して降水の

全体像 を解明 し よ うとする や り方で ，確か に ，ポイ ン

ト をあげや す い 方法で は あ る、日本で は，これ ま で，

こ の 方法の 採用 の 仕方 が い ま一
つ 徹底 し て い な い よ う

に思わ れ る．観測屋 と モ デ ル 屋 との 密接な連係プ レ
ー

が 大切 に な る 分野 で あ る．

　 しか し ， 考え て み る と，こ の 方法だ け が，こ の分野

の 発 展 を保証 す る も の で あ ろ うか．合理的 と思 わ れ る

方 法 の追求の 結果 ，研究をあ る
．一一

つ の 方 向に規定 して

しまう こ と は な い の か ， こ れ が ，新 しい 研究の 芽を摘

む こ と に な りは しな い か．プ ロ ジ ェ ク ト研究を実施 し

た 後 「ぱ た し て 何か 新 し い 事が わ か っ た の で あ ろ う

か ？」「新し い こ と と は，一
体，ど う い うこ と で あろ う

か ？」と 自問す る時，研究 の 多様性の 重 要性 を認識 し

て ，両 者の バ ラ ン ス の 必要 を強 く感 じる次第 で あ る．

　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　（松尾敬 世〉

　総合討論の 要約

　播磨屋 （北 大理）1 こ の セ ッ シ ョ ン の 目的 は 従来別 々

の セ ッ シ ョ ン で 発 表 さ れ て V！た 話題 を
一一
堂 に 集 め て 総

合的 に 議論 す る こ とで ある．は じめ に 何人 か の 研究者

の 方に ，そ れ ぞ れ の 研究の ね らい に つ い て話 して い た

だ き た い ．

　村上 （気象研）：我 々 の研究目標 は，雪雲の降水 メ カ

ニ ズ ム を理解す る事で あ り， こ れ は将来的 に は降水調

節 の 基礎 と な る． こ れ ま で ， 2 台 の ドッ プ ラ ーレ ー

ダー，偏波 レ ーダー，HYVIS （雲粒子 ゾ ン デ），地上

降雪観測等，
・「
つ

．．
つ の観測は精力的 に 行われ て き て

い る が ，今後 目指す もの と し て，最低 で も
一

つ の 雲 を

総合的に，す な わ ち 雲 の一生を解明 で き る よ うな観測

が 必要 で ある．

　上田 （北大理｝：我々 の研究グ ル ープ （文部省科研費

重 点領域）に は い ろ い ろな分野 の 人 が 属 して い て，各 々

は そ れ ぞ れ の 目的 を持 っ て い る が，グ ル ープ と して は

札幌に か か わ る 石狩湾 に 重点を お い て観測を し た，私

と し て は ，メ ソ β ス ケ ール 擾乱 （20km 〜200　km ）の

力学，石狩湾周辺 で の 地形効果，降水粒子 の 特性 に 興

味が ある．

　永田 （気象庁）：大 き な ス ケ ール の 現象 を研究 し て い

る者と し て
一

言言わ せ て も ら う と ，
メ ソ擾乱の研究は

まだ発展途 中 とい う感 じで あ る．今後 メ ソ擾乱 の 種 類

を整 理 し て い か なけれ ばな らな い ．主要 な物 理 が ス

ケ ール に よ っ て 異な る こ と を認識 し た 1二で今後メ ソ擾

乱 の 解析事例を増や す べ き で あ る ，さ ら に ，基本的な

プ ロ セ ス に関 して分か っ た よう に して使 っ てい る こ と

で も実際 に は よく分か っ て い な い こ とが ある．例 えば，

「寒冷渦」， 「シ ョ
ー

トウ ェ
ーブ の トラ フ 」が あ る．こ れ

ら は ま だ，そ の 力学が 分か っ て お らず，ど の よ うな発

達過程を と る の か まだ よく分 か っ て い な い ．また，
』
北

海道西岸帯状雲 の 成因 と し て 陸風 を安易 に 考え て い る

が ，そ の陸風を作る放射冷却や気団変質に つ い て は ま

だ 良 く分 か っ て い な い 点 も あ る．

　武田（名大水圏研）：石狩の特別観測に つ い て の感想

と し て は，降雪観測の実施 に 関し て は良 か っ たが ，雲

物理 として は何が分 か っ た の か 疑 問 で ある．まず ， 降

水が ど こ に 集中す る の か と い っ た 問題 や，昨 日の シ ン

ポ ジウ ム で藤吉さ ん （名大水圏研）の発表に あ っ た よ

う に 石狩湾内の気流は一様 で は な く，数種類の気流系

か らな っ て い る と い う局 地風 の 問題 が持 ち上が っ た

が
，

こ れ らの こ と は 新 た に どうい う物理現象 が 起 きて

い る こ と を意味す る の だ ろ うか．ま た ，擾乱や地形効

果 に よ り水平収束が で き，そ れ に よ る 上昇流に よ っ て

エ コ
ー

の 強 い と こ ろ が出来 る わ けだが ，ど こ に 雲物理

過程 が 効 い て い る の か ．ま た新 し い ，面白い 点 は何 か ．

　高橋 （九大理）：感想 と して は， 2 台 の ドッ プ ラ
ー

レ ーダーで得 られた流れ の 場等，日本 の 観測 もようや

く こ こ ま で き た と い う感 じ が す る．た だ し，ア メ リ カ

の観測 と比 べ る と飛行機が無 い の で
， 熱力学の場や 雲

物理 が良 く分 か らな い ，どうい う雲 の 組織化 の とき に

雪 が た くさん降る の か．どうして 雪 の 芽 が増 えるの か ．

ス パ イ ラ ル バ ン ドの 構造は ス
ーパ ーセ ル と似て い る の

か ．石狩湾の現象は，北陸 と比 べ て もの す ご く複雑 に

感 じる．北陸 で は，雲 の 輪郭 が 明瞭 で ある．すなわ ち

積雲 の 集 ま りで あ っ て，霰 の あ る場所 と雪 片 の あ る場

所 を区別す る こ とが 出来 る が ，石狩湾の雲 は べ っ た り

し て い て そ れ ら の領域が は っ き りし な い ．ま た ，上空

に も lcm 程度 の 雪 片が た くさんあ る よう に 思 われ

る．

　播磨屋 （北大理 ）：北陸 で は ，気温 が 高 く凝結水が た

くさ ん 出来 る が ，札幌で は 気温が 低 い の で す ぐ氷 に

な っ て しまう こ とが，北 陸 と北 海道 で の 降雪 現象 の 違

い とな る．

　吉崎（気象研）：非静力学モ デ ル を研究し て い る 立場

か ら の感想 を言う と，ま だ研究す べ き こ と が た くさ ん

あ る．永田 さん （気 象庁 ） の ような静 力学 モ デ ル に 比

べ 、こ の ような観測 に 対 して は非静力学 モ デル が
一

番

活躍 し易い と思わ れ る．し か し，科研費重点領域研究

グ ル ープ に よ る観測に つ い て の モ デ ル の結果は ま だ で
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て い な い の で， こ の 観測 に 基づ い た モ デ ル 研究を や る

べ きで あ る．ま た，ゾ ン デ 観測 結果 か ら，マ ク ロ な 水 ・

熱収支や力学 もや るべ きで あ る．

　高橋 （九大 理 ）：非静力学 モ デ ル 研究は私 の 分担 で あ

る が ，モ デ ル の 立場 か ら言 うと、風 の 鉛直 シ ア
ー

が
一

番大 切 で，そ の 条件下 で は 上 昇流 と下降流 が は っ き り

す る の で霰が 形成さ れ る，ま た，シ アー・が あ っ た ほ う

が 降水効率 が 良 く な る，

　児玉 （弘前大）：今回 は 衛 星 の話が 無か っ た が ，衛星

デ ータ も使 っ た ほ う が 良 い ．そ の と き衛星画像は 天気

図的 に 見る だ け で は な く，マ イ ク ロ 波放射 計 の 値 （対

流圏内の 積分値）等を定量的 に 見 る 必要が あ る．また ，

衛 星 で見え る雲粒と レ ーダーで見え る雪を組み 合わ せ

た 研究 も や っ て 欲 し い ．

　播磨屋 〔北大理）：今後 降雪現象解明 の ため に ど の よ

う な 観測 をお こ な っ た ら よ い か ，

　村上 （気象研）：測定項目 に 片
．
寄 っ た話 に な る が ，偏

波レ ーダーを さ ら に 活用 す る よ うに し た い ．ただ二 重

偏波 レ
ー

ダ
ー

で 雪 の 形 を 区別す る事は 難 し い の で は な

い か ．圭 木研 の 偏波 レ
ーダ ー

の 研究 の 結果 か ら は、襯

と雪片 に つ い て の レ ーダー
反射因子差 ZF］H （＝10× log

（Z
脚 ！

’Z 、 、LZ ［｛H ：水平偏波の レ ーダー反射因子，　Zw ：

華直偏波 の レ
ー

ダ
ー

反射 因 お と レ
ー

ダー反射因子 Z

の 関係 は オーバ ーラ ッ プ す る と こ ろ も あ り，
一
義的 に

ど ん な 粒子 が降 っ て い る の か 言えな い ．

　上田 （北大理）：昨日 の シ ン ポ ジ ウ ム で の 偏波 レ ー

ダー
に 関 す る発 表 で は ，ク リ ア

ー
な 部分の み に つ い て

話 し た の で あ り 、実 際 に は ，霰 と 雪片 の 区別は難 し い

面 も多い ．特に 霰 と 雪片 が 混在し て い る と こ ろ で は，

Zl！、 か ら だ け で は判別出来な い で あ ろ う．現在， 2台

の ドッ プ ラ
ー

レ
ー

ダ
ー

か ら求め た鉛直流や発散場 　セ

ル の ス テ ージ と偏 波 レ ーダ ーの 結果 を比較 し な が ら解

析 して い る．今後 の 観測 手段 と して は ，勿論 飛行機 も

重要で あ る が，広 い 範囲 を見 る ため に は，マ ル チ パ ラ

メ
ー y レ

ー
ダー 12 波長，偏波，ド ッ プ ラー

シ フ ト）

を作 る こ と が 必要 で あ る ，現在 の 観測研究者の興味は

バ ラ バ ラ で あ る の で （例 え ば，降水量 が ど こ で ピー
ク

に な る の か ，ダ イ ナ ミ ク ス は ビの ように な っ て い るの

か ．），全体像 を つ くる こ とが 難 し い ．今後は お 互 い の

接点を見 つ け て 総合 化 しなけれ ばい けな い ．ま た今後，

ど な た か大々的な プ ロ ジ ェ ク トを計画 して下 さい ．

　播磨屋 （北大理 ｝： 5 年前 の シ ン ポ ジ ウ ム で は，複数

台の ド ッ プ ラ ーレ ーダーで の観測 は無か っ たが，今回

は 2 台 の ド ッ プ ラ ーレ ーダー
に よ っ て 流 れ の 場 ま で 良

く分 か っ た ，温度場 や 雲物理 量 を知る た め に は，飛行

機観測が必要に な る と思わ れ る，今後 どうす べ きか ．

　武田 （名大水圏研）：こ れ か ら，み ん な で 協力 し て

データ セ ッ トを作 っ て
，

み ん な で 共同研究 し て い くこ

とが 重要 に なる．また他 の 地域 と の 比較研 究 も重要 で

あ る，今回 の 観測結果 か ら， 「ます ます 自然 は複雑 で あ

る」 と考 え る の で は な く，モ デ ル を使 い な が ら さ ら に

解析 を進 め る こ とが 必要で あ る，雲頂高度 （2〜3km ）

が 低 くて 地形 の 高度 と 余 り違わ な い こ と は，新 し い

テーマ の
一
つ に なる と思 う．また ， 雨 と違 っ て，雪で

あ る こ と が 重要で あ る．

　高橋 （九大理）：私の モ デ ル は，非静力学 で 雪 も入 っ

て い る．今回の 発表 で ，実験の研究が 少な い の は残念

で あ る，

　播磨屋 （北大理〕：菊地 さ ん，今 回 の プ ロ ジ ェ ク トの

研 究代表 者と し て大き な プ ロ ジ ェ ク ト実施 に 対 し て の

コ メ ン ト をお 願 い し ま す．

　菊地 （北大理）：最初 は複数台の ド ッ プ ラ ーレ ーダー

を持 っ て くれ ばす べ て が 分 か る と思 っ て い た が ，い ざ

や っ て み る と一筋縄 で は い か な い こ と が分 か っ た．室

内実験 が 減 っ て き て い る こ と は，興味を持て る よ い ア

イデア が な い とい うこ と なの で ，考え な け れ ば い け な

い ，今回 の 観測 で 問題点 が 改 め て 明 ら か に な っ た と思

うの で， こ れ で 終わ りで は な く，今後 も各論や総合的

な研究 をや ら なけれ ば い け な い ．飛 行機観測も含め め

て ど こ か で 新 た な組織を作る 必要が ある で あ ろ う．

　播磨屋 （北大理 〕 ：降雪現象解明 の た め今後 も総合的

な観測計画 を立 て なければい けない と い う こ と が ，
こ

の ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン の 結論 と思 い ま す，本日 は ど

うもあ りが と うござい ま した ，
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