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　去る 2 月 3 日か ら16日 ま で ， 科学技術庁振興調整費

に よ る 重点基礎研究 「シ ビ アウ ェ ザ
ー

の 発生機搆 に 関

す る基礎的研究」 の 遂行 の た め ，NCAR （ア メ リ カ）

の Senior　Scientistの リチ ャ
ード ・ロ ッ トゥ ン ノ 博士

が 気象研究所 に 滞在 さ れ た、博士 は 1949年生 まれ ．メ

ソ ス ケ ール 現象を中心 に ， 大気境界層の 乱流 か らハ リ

ケ ーン や温帯低気圧 に 至 る ま で の 幅広 い 分野 の 力学に

関す る論文 を数多 く発表 さ れ て い る．来日 の機会 を と

らえて お話 を伺 っ た．

一
こ ん に ち は．「天気」の た め に 貴重 な時間を割 い て い

ただき，あ りが と うござ い ます ．まず，ど う して 気象

の研究者に な っ た の か 教 えて 下 さ い ．

　 も と もとは，工 学 を学 ぶ た め に 大学に入 り ま し た，

1967年 の こ と で す ，特に ど う い う工 学 をや りた い か 自

分 で もわ か らなか っ た の で ，ただ広 く工学を学ぶ こ と

に し ました， 3年生 に な っ て，流体力学が実 に 自分 に

合 っ て い る の が わ か り ま し た，電磁気 や 物質科学は可

視化が難 し い ．その 点，流体 に は触れ る こ とが で き，

実体 が あ り，何 か 実体 か ら く る直感 とい っ た もの が 得

られ る と思 い ま し た．それ で，と に か く流体 に 関す る

こ と をや っ て み よ う と思 っ た の で す．

　当時， 流体力学の 主な応用先 は航空 工 学 で した．そ

こで ，私は航空工 学 を学 び始 め，ニ ュ
ーヨ ーク 州立 大

学の ス トーニ ー・ブル ーク校 で学士 ， 修士 を得 ま し た ．

とこ ろ が ， 学士 を取ろ う と して い た 1971年春 に それ ま

で有望だ と思 っ て い た航空 工 学関係 の 就職市場が大幅

に 減 っ て しまい ま した．当時航空工 学で最 も重要な課

題 だっ た 超音速輸送機 の 開発研究 が，オ ゾ ン 層 の 問題

の た め に 中 止 さ れ て し ま っ た の で す．

　 と い うわ けで ，航空 工 学で職を得 る チ ャ ン ス は少な

くなっ て しま い ，私 は何か 流体力学 を使 っ て や れ る別

の分野を探 し始め ました．そして，環境問題 に重点 を

◎ 1995　日本気象学会

置 い た 地球 流体力 学 が有望 じ ゃ な い か と思っ た の で

す．

　一
な に か 地球流体 力 学 に 興 味 を持 つ きっ か け で も

あ っ た の で す か ？

　そ の頃 ，
い ろ ん な大学院の紹介記事 を読 み あさ っ て

い ま し た そ れ に ，修士課程 で Cess教 授 に よる大気

物理学の講義 を受け ま し た．彼自身 も環境 問題 に 興味

を移 しっ っ あ り ま し た．も う 1人 の 教授 に よる 海洋学

の 講義も受け ま し た．で す か ら，地球流体力学 の 雰囲

気 は わ か っ て い ま し た ．最終的 に は，自分自身 の 興味

と経済の 将来 を最適化す る方法 と し て，地球流体力学

を選 ん だ の で す．1972年の こ とで し た ．

　そ こ で ， プ リ ン ス ト ン 大学 の 地球 流体 力学研 究所

（GFDL ） に 行 き，4 年 間学 び ま し た．指導 教官 は

Isidoro　Orlanskiで ，1976年に内部重力波に 関す る研

究 で Ph．　D を取 り ま し た．　　　
’

− J．Fluid　Mech ．に発表 され た 「成層が時間変化す る

場合」 の 論文 で す ね ．

　そ う で す．現実世界 で は あ ま り役に 立 た ない 問題の

よ う に 思 え ま し た．しか し，こ の 問題 を研究す る こ と

で い ろ ん な こ と を 学び ま し た．そ し て，そ の 知識 が 後

で 私を助け て くれ ました．それ に，皮肉 な こ とに 次 に
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研 究す る 問題 を決 め る上 で も大 い に 役に 立 っ た の で

す ，

　Ph．　D を 2年 か けて 取 っ た後 ， 私 は自分 の博士論文

が ど ん な 実用的価値 が あ るの か とい う質問を し ば し ば

受 け，そ ん な質問を受け る こ と に 飽 き飽 き し ま し た．

そ こ で ，次 か ら は も う決 し て，なぜそ の研 究 をや っ た

か な ど とい う説明の い る問題 はや ら な い よ う に し よ う

と心 に 決め ました．そ うす れ ば ， セ ミナ ーの最初 に 10

数分もか け て，自分 が なぜ こ の 研究を や り，な ぜ そ れ

が重要 な問題 か な ど と説明 し な い で す む で し ょ う ？

一
自分の 仕事 に つ い て もっ と長 くし ゃ べ れ る とい う こ

とで すね ？（笑 い ）．GFDL に は 大規模な現象 を研究 し

て い る 人 が 多 い で すが ，博士 は メ ソ ス ケ ール の 力学に

関す る 研究を多 くや ら れ て い ます ね ，ど う し て ，メ ソ

ス ケ
ー

ル の 力学 をや ろ う と思っ た の で す か ？　 セ ミ

ナーで研究動機 の 説明 が い らな い か ら で す か ？（笑 い ）

　 Isidoro　Orlanski と
一
緒に仕事をした こ とが大 きい

と思 い ます ，彼 は，内部 波や前線な ど メ ソ ス ケール の

現象に 興味を持 っ て い ま した．た だ，私 自身 は海洋大

循環 モ デ ル 開発者の 1人 の Kirk　Bryan に も大 きな影

響を受 け ま し た ．実際，博 士 課程 を 終 え た と き，カ ナ

ダの Dalhousie大学で海洋学の ポス ト・ドク トラ ル を

や る こ と も考 え た の で す ．結局 は NCAR で 1 年間 の

ポ ス ト ・ドク トラ ル をや る こ と に し ま し た ．これ は い

い 条件 で し た．
− 1 年契約だ けで す か ？

　当時は み んな 1 年 で した．私 は，メ ソ ス ケ ー
ル 部門

の 長 だ っ た Doug 　Lillyと
一

緒 に 仕事 をす る こ と に な

りました．私 は彼 に何 か 竜巻 に 関す る こ と を や り た い

と言い ま し た．竜巻 がなぜ 重要 で すか な ど と き く人 は

い ませ ん か らね （笑 い ）．彼は ， Neil　Ward の 竜巻渦

の 実験装置 は本当 に 印象的 だ よ と言 い ま し た 、そ こ で，

私 は 竜巻渦 の 実験装置に つ い て 考 え て み て ，数値実験

をや っ て み る こ と に し ま し た．数値実験で は室 内実験

で 得ら れ な い い ろ ん な物理量 が 得 られ ます．室 内実験

で は圧力場 を測 る の は難 し い で す し ， 渦 と の 相互 作用

無 しに速度場 を測 るの も難 し い ．数値実験 で は，境界

条件 な ど も簡単に変え る こ と が で き ま す．結果的 に こ

の 数値実験 は室内実験 を補う い い 研究 に な りました．

私 は 最初，Oklahoma 大 学 の 室 内実験 の グル ープ の

人 々 と ， 後 に Purdue大学 の 室 内実験 の グ ル ープ の

人 々 と
一

緒 に 共 同で研究 し ま した．

一そ の 間 に ド ッ プ ラ ーレ
ーダ の 発 達 が あ っ た の で す

ね ？

　ほぼ同 じ頃 ドッ プ ラーレ ーダが 発達し て き ま し た．

こ れ は竜 巻 の 研究 を続 けるい い 機会だ と思い ま した．

そ こ で ，Joe　Klemp と
一

緒 に 彼 の 数値 モ デ ル で ス
ー

パ ーセ ル と呼ばれ る積乱雲の力学を調べ る こ とに した

の で す ．当時 と し て は初め て の nested 　grid の 積乱雲

モ デ ル で雲内の鉛直渦度の 生成機構を詳 しく調 べ ま し

た ．Joe と私 は個人的 に も相性が良 く ， 大変 うま く協

力す る こ とが で き ま し た．当時，他 に も い くつ か の グ

ル ープ が 同様 の 問題 に 取 り組ん で い た の で すが，私達

は彼 ら に
一

歩先 ん ず る こ と が で き ま し た． 2人 の 協力

関係 の 良 さ に よ る も の で し ょ う．私達 は大変楽 しい 毎

日 を過 ご し ま し た．今で は，こ の 仕事は完成 し，気象

局 で 使 われ て い ま す．我々 の仕事が応用 に 使 われ て い

る こ と は，大変嬉 し く思 い ま す ．
．一一
最 近，何人 か の研究者が ，Klemp 　and 　Wilhelmson

の よ うな数値 モ デ ル に nesting を し て 竜巻 を シ ミ ュ

レ ート し よ う と して い ます が ，竜巻 自身 の 数値 シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン に つ い て は どう思 い ますか ？

　Lou 　Wicker は現在大変 い い 仕事を し て い ま す し，

Steve　Lewellen も同様の 仕事 をして い る途中で すが ，

私 は ま ず何を シ ミ ュ レ ートす る必 要が あ る の か を知 る

た め に
， 質 の い い 観測 が 必要 だ と 思 っ て い ま す．

　私達の積雲モ デ ル が登場 した の は実 に い い 時期で し

た．丁度非公式 の ス トーム 観測 に よ っ て メ ソ サ イ ク ロ

ン や下降流な ど，ス ト
ーム の 構造に関す る い い データ

が 手 に 入 り始め て い た か らで す．こ れ らの 観測 に よ り，

ス トーム の 構造 に は繰 り返 し観測さ れ る普遍 的な特徴

が い くつ もあ る こ とが わ か っ て き ま し た．ああ， こ こ

に シ ミ ュ レ ート して み た い も の が あ る ；ど ん な条件 の

時 に こ の 特徴 が 起こ る の だ ろ う ？　 何が こ の特徴 を起

こ し て い る ん だ ろ う ？　 と い っ た 具合で す．私は多 く

の 理論的研究をや っ て き ま し た が
， 理論 と い う も の は

データ がなけれ ば ほ とん ど不毛 な も の だ と思 い ま す．

何 を説明 し た い か を ま ず知 ら な けれ ば い け ま せ ん．竜

巻 に 関 して 言えば，現在 は ろ う斗雲 の ス ケ ール で の 質

の い い 観測データ を得 る必要が あ る と思 い ま す．
− VORTEX は そ れ を目指 して い ますね．

　そ の とお りで す．VORTEX 計画は竜巻渦 の ス ケ
ー

ル の流れ の場を得る こ と を 目標 に し て い ま す．積乱雲

の 下 の 熱力学的な変数の 分布 も詳 し く得 よ う と し て い

ま す．既 に ，車 に 積 ん だ 可搬形 の 小型 の FM −CW ドッ

プ ラーレ ーダで 竜 巻 の ろ う斗雲 の 中 の 半径 100m の

と こ ろ で 毎秒 120m ／s と い う猛烈 な風 が 測 られ て い

ま す．で す か ら，今は とて も わ くわ くす る時期 に さ し
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か か っ て い ます．い い データ が得 ら れ れ ば ， 意味の あ

る シ ミ ュ レ ーシ ョ ン をす る こ と が で き る よ うに な るで

し ょ う，
一

竜巻 や スーパ ーセ ル の他に も，地形を越え る流れ や，

海陸風，対流混合層，安定 な 密度成層 中 の 乱流な ど い

ろんな問題 をや られ て い ますが ， どうい うふ う に こ れ

らの問題 に興 味を持た れ た の で す か ？

　 セ ミ ナー
や コ ーヒ ー

を飲 み なが らの ち ょ っ と し た 会

話 か らで す．私 は，科学者は あ る程度の 自由を持 っ て

い る こ とが 大切 だ と思 い ます．私 は 「残念 だ け ど，今

は あ の プ ロ ジ ェ ク トをや らない とい けな い の で，そ れ

は やれ ま せ ん 」 と は言 い た く は な い の で す ．例 え ば 海

陸風 の 理論の 場合 で す が ，Carl　Friehe が NCAR に

来 て ，1981年 に行 われ た沿岸海洋力学実験 に 関す る大

変立派な セ ミ ナ ーを や っ た こ と が き っ か け に な りまし

た ．カ リ フ ォ ル ニ ア 沖 で は，春 に は北風 が 吹 くため，

湧昇が お き，水温 は とて も低 くな り ます ．彼の デ ータ

は ， と て も は っ き り し た海風 が起 こ っ て い る こ とを示

し て い ま し た、彼 に ，どれ だ け 内陸 に 入 っ て い くん で

す か
， と聞い た と こ ろ ，

100km とい う答 え で した．100

km だ っ て ？　 ずい ぶ ん 遠 くまで 行 くもの だなあ，と

思 い ました．そ こ で ， 論文に 目を通 し始め ， 数か 月後

に理論 を作 り上げ た の で す．
一ど うも，あな た の 研究 の 源 は セ ミ ナーの よ うで す ね，

　基本的に は そ うい っ て も い い と思 い ま す．私 は，う

ま く発表さ れ る セ ミ ナー
に 行 くの が 大好 き で す，

− NCAR は い い セ ミ ナ ーを聞 くに は 最適 の 場所 で

し ょ うね．

　NCAR で Ching−Hoh 　Moeng に 会 う ま で は私は

skewness とは何 か ，全 く知 りませ ん で した ．当時 ， 私

は対称不安定 に取 り組ん で い ま し た．対称不安定 は 2

次元 モ デル の 範囲内 で は対 流不安定 とほ とん ど 1対 1

の 対応 が あ ります．あ る 日，私 は彼女 と，彼女 の 3 次

元 ラージ ・エ デ ィ
・

モ デ ル の 結果 に つ い て 話 し て い ま

し た，彼女は私の 結果 を見 て ，「あれ っ ！こ れ はひ ょ っ

と し て 私 達 の ラージ ・エ デ ィ
・シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン の

skewness の 分布 を説明 し て るか も知れ な い わ」 とい

い ま し た．私 は，「skewness っ て 何 の こ と だい 」と聞

き ました（笑 い ）．私は ， 教科書を 見 て調べ な けれ ば な

りませ ん で し た ．そ れ か ら，私は，「よ し，何が起 こ っ

て い るか わ か っ たぞ」 と い い ま し た．とい う こ と で ，

私 達は
一

緒 に研究を始め た の で す．

　結局，最終的 に は私 の 2 次元 モ デ ル は 正 しい 説明 と

は無関係 で あ っ た こ とが わ か りました．しか し， そ れ

に も と つ い た 2 人 の 会話 が 何 か 大事 な もの をひ らめ か

せ て くれたの で す．そ の 結果，私達 は正 し い 道を見 つ

け る こ と が で き ま し た． 1 つ の 研 究所 に
一

緒 に い る こ

との い い 点は，お 互 い に 議論 で き相互作用が で きる こ

とで す ．

　一将来，個人的に は ど うい う問題が重要 に なる とお

考 えで す か ？

　私 自身は ， し ば ら くの 間 ， い ろ ん な問題 をただ眺め

て見た い と思 っ て い ます、今 の 分野 で か な りの 間仕事

をして き ま した か ら．そ れ か ら ， 見回す の を や め て ，

ま た仕事を す る っ も りで す．私は あ る テ
ー

マ に 飽 きて

き た ら，別 の テーマ に 変 え る よ うに し て い ま す ．こ れ

まで ，そ う い うス タ イ ル で や れ て きた こ と は 大変運 が

良か っ た と思 い ま す．
一

本 当 に あな た の研究の源は セ ミナ ーな どで 目の前に

示 さ れ た ア イ デ ア な ん で す ね ．そ れ を も と に し て い い

ア イ デ ア に 結 び 付 け る と い っ た．

　そ う，研究者 どうしの相互作用 を中心 に お い た研究

で す ．将来の こ と は わ か りま せ ん ．ず っ と 将来 を規 定

す るような壮大 な展望 は持たない こ と に して い ま す，

た だ，い くつ か は っ き り し て い る こ と は あ る と思 い ま

す．例えば，山や海岸線 な どに 影響 さ れ た 天気予報の

問題 で す．ウイ ン ドプ ロ フ ァ イ ラ や何台 も の ド ッ プ

ラーレ ーダの データ を う ま く同化す る こ と に よ っ て ，

山や海岸線 に影 響 された地域 の 短時間予報を改善す る

こ と は か な P 可 能性が 高 い と思 い ま す．天気予報 は い

い 研究分野 だ と思 い ます．実践的な応用 と興味深 い 問

題 が 交 わ りあ う分野 で す か ら．
一

で は ， ご自身で も そ の 分野 で 仕事 をされるつ もりで

す か ？

　私 が や っ て きた ほ と ん ど の問題 は な ん らか の 応 用 が

あ る もの ばか りで す．竜巻，ス
ーパ ーセ ル ，ス コ

ー
ル

ラ イ ン，ハ リ ケー
ン，海陸風 ，地形 を越 え る 流 れ な ど

は す べ て す ぐに 応用 に 結び付 くも の ば か りで す．私 は

基本的 に 工 学的な考え方の 人 間な の で ，自分 の 仕事 か

ら な ん らか の 形 の あ る 成果 が 得られ る の を見た い の で

す．
一

最後 に ， 若 い 科学者 に 対 す る 忠告 が あれ ば お 願 い し

ます．良 い 科学者 に なるため に は何が
一

番大切だ と思

われ ます か ？

　ま ず一生 懸命 学 ぶ こ とで す．確実 に 基礎を理解す る

必要 が あ ります．学生時代私 は本当 に
一

生懸命勉強 し

ま し た．基礎的 な事柄を す べ て 身 に つ け，理 解す る こ

とが と て も大切で す．
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　次 に 大切 な こ と は ， 質問を す る こ と を恐れ ない こ と

で す．人 々 は大 抵何 が 正 し い か 自分 は 知 っ て い る と

思 っ て い ます が ， 実際 に は知 ら な い こ と が多 い の で す，

私 が セ ミ ナ
ー

を聞 くと きは，もし も講師が あ る レ ベ ル

に 達 して い れ ば，ま ず彼 （彼女）が何 を言 うか を良 く

聞 きます．次 に ，彼の言 うこ と を自分の知識に照らし

て み ま す ．も し 2 つ が一
致 しなけれ ば，真実 を見 つ け

出そ う と努力 し ます，も し ， 私が 間違 っ て い れ ば，そ

れ は それ で い い の で す．私 は そ れ か ら何か を学び ま す ．

も し彼が 間違 っ て い れ ば ， 彼が 何 か を学び ま す．も し，

両 方が 間違っ て い れ ば，両方が何か を学び ます （笑 い ）．

質問 を す る の を決 し て 恐 が らな い こ とで す．

一あ りが と うござい ました．

　同僚の Joe　Klemp 博士が administration に 比重を

移し つ つ ある と い う現在 も， 自分は administration は

嫌い だ，当分 は研究 に 集中 した い ，と言 う．若 い 頃か

ら
一
貫 し て渦度に注目 し1 非線形現象 を物理 的 に 眺 め

る 姿勢 を通す博 士 は，素朴 で，自分 を飾 ら ず，柔軟 で ，

人付 き合 い が良 い ．多 くの 共同研究 を成功 さ せ て きた

秘訣 は，博 士 の そ ん な性格 に あ りそ うで あ る．

　　　　　　　　　　　　 （気象研究所　新野　宏）

第 7 回 日本気象学会夏期特別 セ ミナー （若手会夏の 学校）開催の お知 らせ

　気象学会の 若 手有志 に よ っ て は じ め られ た 「夏期特

別 セ ミ ナ
ー

（若手会夏 の 学校）」も，好評 の うち に こ れ

ま で 6 回 を 数 え ま した ， 7 回 目 と な る今回 は東京大 学

が 主管 で ，右 の 要領 で 行 な う こ と とな りましたの で お

知 らせ し ま す．

　今回 は ， 夏の学校の趣旨で ある「若手研究者の 討論，

情報交換 お よび交流 の 場」が活 か せ る ように，参加者

が 自主的に議論に加わ れ る よ うな内容で 行 な い ます．

また 時間的 に 余裕を と っ て ，さ らな る討論 を行な っ た

り，交友 を深 め る こ と が で き る 機会 を 設 け，夏 の 数 日

間が 有意義な も の とな る よ うに，と考え て い ま す．多

数 の 方 の 御参加 をお 待 ち して い ます．

　要項 ・参加 申込書な ど御希望 の 方は ， 右の連絡先 ま

で お 知 ら せ 下 さ い ．な お 参加 申込 の 締切 は 6 月30日

（金） と致 し ま す

　　　　　　　　　　　第 7 回夏の 学校実行委員会

　　　　 　　　　　　　 記

期 日 ：1995年 7 月30日 （日）午後

　　　　　　〜 8 月 1 日 （火）午 前

場 所 ：富士箱根 ラ ン ド

　　　　静岡県 田 方郡函南町桑原笛場 1354

　　　　 （熱海 ・小 田原駅か らバ ス 約 1時間）

招待講演 ：住　明正

　　　　 　（東京大学気候 シ ス テム 研究 セ ン タ
ー

）

演　題 ：「気象学 の 今後 に つ い て 」

連絡先 ：〒 153 東京都目 黒 区駒場 4 − 6 − 1

　　　　　　　東京大学気候 シ ス テ ム 研究 セ ン タ
ー

　　　　 　　　夏 の 学校実行委員会

　　　　　　　西村照幸

　　　　　　　Tel　（03）5453−3962

　　　　 　　　Fax 　（03）5453 −3964

　　　　　　　e −mail 　 nishi ＠ ccsr ．　 u −tokyo ．　 ac ．　jp
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