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　予報研究部 は，気象研究所 9研究部 の
一

つ で あ る．

気象研究所 の 所在地 は，筑波研究学園都市 の南 の 端，

最寄 りの JR の 駅 は常磐線荒 川沖駅，駅西 口 か ら路線

バ ス があるが，時刻表を確 か めな い で で か けると， 1

時間 以 上 待 つ こ と が あ る．タ ク シーだ と2000円前後

あ る い は東 京駅 八 重 洲 口 発 の 高速 バ ス つ くば線 に 乗

り，終点 ま で 行 か ず に 並 木大橋下車，気象観測鉄塔 を

目標 に 25分歩 くと研究所 に た ど りつ く．都市と い っ て

も大都会 か ら見れば田舎，出 か けるまえ に 連絡 を とっ

て か ら お い で 下さ い ．連絡先は ：

　電話　 0298−53−8629 予報研 究部事務室）

　 FAX 　O298−53−8649

　郵便　305 つ くば市長峰 1−1

　い まは メ ソ 気象予測 が中心テーマ

　予報研究部の 歴史は半世紀に もわ た り，沿革か ら始

め る と前置 き が 長 くな っ て し ま うの で ，ま ず現状か ら

紹介 し よ う．

　1960年代は 日本の 高度経済成長時代 で あ っ た が ，国

土 の 大規模 な開発 に よ る環境 の 変化 は，集中豪雨 （こ

の こ と ば も当時 の マ ス コ ミが作 りだ した と い う） や 豪

雪 な ど ｝こ よ る 新 た な 災害 を引き起 こ した ．松本誠一 ・

二 宮洸 三 （以下，本文中敬称 を略 させ て い ただ く） ら

に よ る北陸豪雪 や梅雨 末期 集中豪雨 の 観測的解析研究

は ，中小規模 （メ ソ ）気象学 と して 新たな研究分野 を

開 い た．

　現在 の 中心 テ ーマ も基本的 に は こ の 延長上 に あ る．

研 究部長以下 18名 の 定員 で 3研究室 に 分かれ，非静力

学 モ デル の 開発 と こ れ を 用 い た 中小規模現象 の シ ミ ュ

レ ー
シ ョ ン （第 1研究室）， 集中豪雨雪 ・局地風 な ど の

デー
タ 解析 や 数値 予報 モ デ ル を併用 し た 解析 （第 2 研

◎　1994　日本気象学会

究室），客観的予報技術 を用 い た メ ソ現象予報支援 シ ス

テ ム の開発（第 3研 究室），天気予報 その もの をや っ て

い るわ け で はな い が 天気予報 に 役立 つ 基礎研 究 とい え

るだ ろう．

　非静力学 モ デ ル を 用 い た 数値 予 報は，日本の 気象庁

で は まだ現業化 さ れ て お らず，世界的 に も現業化 は試

行 の 段 階 で あ る．非静 力学 モ デ ル が 生 き て 来 る の は

メ ッ シ ュ サ ィ ズ が 10km 以下 で な い と表現 で き な い

ような細 か い ス ケール の 現象 で ある．現業 モ デ ル が 20

km ま で迫 っ て い る と は い え， な お メ ソ現象そ の もの

の 力学的 ・物理学的理解を進 め て い る段階 で ある．先

見 の 明 を も っ て こ の テ ーマ に 挑戦 した 猪川元興が研 究

途上 で 1991 （平成 3 ）年末急逝 し た こ と は惜 し まれ る

が ，後継研究員 が 遺志 を つ ぎ，こ の テ
ー

マ は断絶す る

こ と な く続 け られ て い る．

　 メ ソ現象の 理 解に は大規模場 と の相互作用を考慮す

る こ とが 不可欠 で あ る．現 象 の 時間的 ・空間的 ス ケ ー

ル は 小 さ く て も大循 環 モ デ ル な み に ス ーパ ーコ ン

ピ ュ
ーター

に よ る計算を必要と す る テーマ で あ る．気

象研究所 の コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

の 更新 は，気象庁 の 予算事

情 に 貿易摩擦 も重 な っ て こ こ数年見送 られ て き た が，

1994（平成 6）年 3 月，日立 の S−3800／180が 設置 さ れ ，

ようや く実現 した．気候研究部の 気候予測 モ デ ル が大

量 に使用 す る た め 予報研究部 に割 り 当 て られ る計算時

間 は 多 くない が，斬新 な成果 を示 した い もの で あ る，

　 メ ソ現象 の 数値 予報 に は，実況 をい か に モ デ ル に 同

化さ せ る か とい う初期化 （イニ シ ア リゼ ー
シ ョ ン ）の

問題 を解決 しな ければな らな い ．レ ーダー，ア メダ ス ，

衛星 データ な ど を組み 込 ん だ初期化 の 研究 も行な わ れ

て い る，

　 メ ソ 現象 の デ ー
タ 解析 は ，主 と し て 気 象庁 ル

ーチ ン

データ に も とつ い て 行な わ れ て い る，ア メ ダ ス も よ う

や く10数年の 観測値を集積 し，一定の統計処理 に も耐
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気象研 究所本館．予報研究部 は 4 階の
一

部 に あ る，

え る ように な っ て お り，こ れ を用 い た
一連の 解析 が 行

なわ れ て い る．現業で の 解析は 主 と し て リ ア ル タ イ ム

に利用す る こ とを前提 として い るの に 対 し，こ こ で は，

現象 を正 確 に 記述 し，メ カ ニ ズ ム を 解 明 す る 方向で 行

なわ れ る．直接観測 に か か らない 物理量な ど を評価す

る た め に は数値予報実験 も重要な手法 で あ る．現業数

値予報 モ デル に さ ら に 細 か い メ ッ シ ュ サ イ ズ の モ デル

を組み 込 み （ネ ス テ ィ ン グ），た と えば日本海沿岸地方

の うず状小 じ ょ う乱の発達 や ，海岸線付近 に 局所的 に

生ず る前線 な どの 予報実験 が 行 なわれ て い る．最近の

観測手段 ， ド ツ プ ラーレ
ーダー

や ウ イ ン ドプ ロ フ ァ イ

ラ
ー

を用 い た 研究は ， まだ 他の実験 ・観測系の研究部

の 仕事 で あるが ，早期 に データ が解析で き る よ うに し

た い と考え て い る．

　重大な気象災害の あと緊急 に研究が求め られ る こ と

もあ る．1991年の 19号 台風 に 伴 う強風 に つ い て 緊急 に

解析が 求め られ た が ， 当研究部が機敏 に 対応 して 局地

的強風 の 分布な ど を 明 らか に す る こ とが で き，日頃 の

研究の底力 を発揮 した ．

　 こ こ で行なわ れ て い る ユ ニ ーク な研究 の ひ とつ に 人

工 知能技術 の 天気予報 へ の 応用研究が あ る，災 害 に っ

なが る現象の 予測や数値予報で は十分示 され ない 局地

的現象の 予測 に は 予報官の判断が求 め られ る が，経験

豊 か な予報官が引退 しつ つ あ り，また従来型 の 予報技

術者を養成す る条件 がな くな っ て きて い る現在，予報

官 を支援す る シ ス テ ム と して 人 工 知能技術の 導 入 は，

予報業務 の 改善 の ため の 課題 の
一

つ に な っ て い る．ま

た，数値予報の 進歩 に伴 い 膨大な量 に な っ て い る数値

予報プ ロ ダク トを短時間 で レ ビ ュ
ー

す る た め に も人 工

知能技術の 適用が求 められ て い る．目下，関東地方の

北東気流悪天 な ど ， 比較的例数の 多い 現象の有無 の 判

断 と か，天気確率予測 を逐次学習方式の ニ ュ
ーロ ネ ッ

トワーク で行な う な ど の例題 に取 り組んで い る． こ の

研究 の 遂行 に は 数値予報 も含め リア ル ・タ イ ム ・デー

タ に ア ク セ ス で き る こ と が 決定的で あ る た め ，そ の た

め の 設備の 拡充を進め て い る．

　現在気象庁で 行 な っ て い る 3 時間先 まで の 降水 短 時

間予報を，水蒸気量保存則や ま と ま っ た降水域 の発達

衰弱 を組 み 込 ん だ 数値 モ デ ル を実況 解析 と結び つ け る

こ と に よ り 6時間ま で 延長 し よ う とい う試 み もな され

て い る．ま た 降水か ら も た ら さ れ る表層土壌水分量 と

過去の 崩壊履歴に も とつ い て，5・−20　km 程度 を単位領

域 と して斜面崩壊 〔が け崩れ な ど） の ポ テ ン シ ア ル 予

測 の研究 も行な っ て い る．

　以 上 ， 予報研究部に お け る現在の研究は気象庁 の 予

報業務 と 密接 に 関係 を保 っ て い る が ，予報業務の あ り

方も変わ りつ つ あ る．気象業務法が 1993年 5月 に 改正

さ れ，気象予報士 と称す る専門技術者を お い て 民 間気

象会社 も天気予報が出 せ る よ うに な っ た．と りわ け，

こ れ まで 気象庁が や っ て こ な か っ た市町村単位 の 予報

は 全面的 に 民間気象会社 の 分担 と な り，地域特性 と メ

ソ気象へ の 理解が重要 な部分 を占める こ とに なる．今

後民間気象会社 と の 連係が 緊密 に な っ て くる 研究 も出

て くる で あ ろ う．

　沿革

　現在 の 名称 とな っ た の は1956 （昭和31）年 7月 ， 研

究部制 が しか れ て 以 来で あ る が，そ の 歴史 は 1946 （昭

和 21）年 2 月 1 日，東京 ・杉並 区 の 旧陸軍気象部跡 に

発足 した 中央気象台研究部 の 理論気象研究室 に さ か の

ぼ る．そ れ Elで 天気予報 とい え ば予報官の経験 と カ ン

の 世界だ っ た．こ れを理論的に出す こ と をめ ざ した も

の で，正 野 重方 ・小河原正己 をそ れ ぞ れ 中心 に 2 つ の

研究グル
ープ （便宜上 ， 第 1研究室 ・第 2研究室 と呼

ん で い た と σ）こ と で あ る ） が で き る．当時 の 活動は，

戦後の 混 乱期 ， 国際交流が ほ と ん ど な か っ た な か で

わず か に 伝 え ら れ る海外の研究の紹介や 自分た ち の 研

究成果の交流 の ため自 ら刊行 した 『理論気象学 ノー ト亅

（日本気象学会 が刊行 し て い る 『気象研究 ノ
ー

ト』の 先

駆 をなす もの で あ る） と 『気象と統計』と い う小冊子

に し の ば れ る．食糧の 確保 も大変 な時代，気象研究 に

寄 せ る若 い 研究員た ち の情熱は，い まの 飽食 の 時代 に

生 き る もの に 想像 もつ か な い ほ ど で あ る．1949 （昭和

24）年11月の中央気象台 の 機構改革 に 伴 い ，理論気象

研究室 は 予報研究室 と な る，
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　数値予報 と気候 モ デ ル を産 み出 した 研究部

　数値予報の実用化をめざす研究 は，1950年代の 予報

研究室の テ
ー

マ で あ っ た．1954 （昭和29）年 に は，す

で に 東京大学地球物理学教室専任 とな っ た正野重方を

中心 に 数値予報 グル ープ が作 られ ，旺盛な研究が行 な

わ れ た ．そ し て 1959 （昭和 34）年 4 月，気 象庁予報部

に電子 計算室が 発足，IBM 　704に よ る数値予報が 現業

化さ れ，こ の と き，岸保勘三 郎 ・伊藤宏 ・荒川昭夫 ・

増田善信が 予報研 究部 か ら電子計算室 （数値予報課の

前身） に 移 り，数値予報の開発研究を継続 す る，

　数値予報が 現業化し た あ と，中心的な研究 テーマ は ，

大気大循環 に 移る．しか しなが ら，数値予報技術を拡

大発展 させ た 研究で あ る 大気大循環 モ デ ル の 開発研究

は，当時研究専用 に 使え る 大型 電子計算機が なか っ た

こ とか ら 日本で 行 な う こ とが で き な か っ た．1970年代 ，

片山昭 ・時岡達志 ら は ， す で に 1961 （昭 和 36）年 に

UCLA に 移 っ て 大気大循環 モ デ ル の 開発研究を進め

て い た 荒 川昭夫 の も と に時 々 渡 っ て は こ の 研 究 に 加

わ っ て き た ，よ うや く1980 （昭和55）年 3 月，気象研

究所 が 筑波研 究学 園都市 の 現在地 に移転す る に あ た っ

て 初 め て 研究専用 の 大型電 子計算機を持ち，自前の モ

デル を持つ に 至 る の で あ る．そ して 1987 （昭和62）年

4 月，気象研 究所 の組織再編 に より気候研究部が 発足

し，大気大循環 モ デ ル を 用 い た 気候予測 な どの 研 究 は，

時岡達志 は じ め 関係研究者 と と もに 気候研究部に移 っ

た．

　知 られ て い な い こ と だ が ，オ ゾ ン ホ ール の 発見に つ

な が っ た南極地域研究観測 で 知 られ る 忠鉢繁も当時予

報研究部の
一
員で あ っ た ．予報研究部 は オ ゾ ン ホ ール

の発見 に少し貢献 して い る とい える か もしれな い ．

ど こ へ い く予報研究部 ？

こ うし て 予報研究部 は，半世紀 の 歴史 の 中で ，数値

予報課 ， 気候研究部を産み 出 して きた し，現在は メ ソ

気象学 が 中心 テ ー
マ で あるが t やが て 実用化，組織化

の め どが つ い た部分は あ ら た な組織 に 移 され て い く こ

と で あろ う．残 るの は，こ の ような組織化 か らは み出

した部分 で あ る． こ の 中に は新た な 発展 の 芽 と な る も

の も あ ろ う．研究 と し て は解 決 ず み と思わ れ て い た

テ ー
マ で も，重大 な災害時 に 的確 な 予 報が で き な か っ

た こ とか ら あ らた な 問題 と して 浮 か び上 が っ て来る こ

と も あ る．天気予報 に 対 す る 国民要求 と国際協力要請

が あ る か ぎ り ， 予報の 名で生 き続 ける こ とで あ ろ う．

　政府の 定員削減政策の しわよせ もあ っ て ，予報研究

部 へ の 門戸 は 残念 なが ら狭 い ．欠員 が で き て も，気象

庁外か ら直接採用 する こ とは まれで ある．また，気象

庁独自の フ ェ ロ
ー

シ ッ プ も持 っ て い な い ．し か し，幸

い に して 気象研究所へ の転勤 の 希望 が 実現 すれ ば，あ

る い は気象庁外か ら フ ェ ロ
ー

シ ッ プ が 得 られ る なら予

報研 究部 に 志願 して み て下さ い ，予報研究部 へ の 勤務

希望者に は まず ， な に が や りた い の か聞か れる．新 し

い 発想，ア イ デ ア が な に よ り大切 で あ る．多額 の 予 算

や大量 の 計算時間 を さ し あ た っ て 必要 と し な い 研究で

あれば （ち なみ に 予報研究部 は 気象研究所 9 研究部 の

な か で 1人 当た りの 研究費 が もっ と も少な い ）す ぐに

で もや っ て み る こ とが で き る．もし か す る と新し い 芽

が 発見で き る か も知 れ な い ，

　 （付記）本稿 を書く に 当た り 『気象研究所 三 十年史』

（気象研究所 ， 1977）を参考 に した．登場人物は時代 を

分 ける時期 に 現われ る若干名 に と ど め さ せ て い た だ い

た ．「事務的・総花的に 」 な らない ように，との 編集部

か らの ご注文だ っ たが，現在 の 経常研究に つ い て は，

研 究計画 を立案 した 者と し て愛着も あ り，軽重 が つ け

が た か っ た こ と をお 許 しい ただ きた い ．
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