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　 1 ．は じめ に

　米国 の海洋大気庁 （NOAA ）が 運用
・管理 す る極軌

道衛星 NOAA シ リーズ は，1978年 に 打 ち 上 げられた

TIROS −N 衛星以来 ， 10年以上 に わ た っ て地球表面（海

洋 と 陸域） と 大 気 に 関 す る 情報 を送 り続 け て い る

（Schwalb ，
1978）．そ の 主力 セ ン サ ーで あ る AVHRR

（Advanced 　Very　High　Resolution　Radiometer）の

データ は，各国 の 気象機関で 気 象関連業務 に 用 い られ

て い る 他 に ， 多 くの 研究分野 で 利 用 さ れ て い る、

AVHRR セ ン サ ーは，5 つ の波長帯（可視 1，近赤外 1 ，

外 3 チ ャ ン ネ ル ） で 地上 を走査 し，観測 を行 う．日本

で 受信で き る 1 シ ーン の 観測 データ は，経度方向 に約

3000km ，緯度方向 に 約 5000　km の 範囲 を持ち，地 上

で の 空 間分解能 は衛星 の 軌道直 下 で 1．1km と なる．

　NOAA 衛星 は全球の観測を目的 に 運用 さ れ て い る．

デ
ー

タ レ コ ーダー
に より，低空間分解能 （衛星直下 の

地上 で約 4km ） で 観測 した全球 デ
ー

タ （Globai　Area

Coverage）の記録を行い
， 米国海洋気象局 が 収集し て

気象業務 に 活用す る と と もに ，全球 の 海面水温 植生

分布等の データ セ ッ トを作成 して い る．各地 の 地上局

で 受信 で き る高分解能の AVHRR 観測デー
タ は ， 観

測 と同時 に 地上 に 向 けて 送信 され て い る （High　Reso−

lution　Picture　Transmission ；HRPT ）の で ，各地 の

地上局 に お い て 受信可能で あ る．日本 に お い て も，数

局 の 受信局 が 稼働 し て お り，データ の 収 集が 行われ て

い る （気 象 衛 星 セ ン タ ー，1983 ；高 木，1983 ；

Kawamura 　 et　 al ．．1993a）．

　東北大学理学部附属大気海洋変動観測研究セ ン ター

（以 下，大気海洋 セ ン ター） で は ， 1988年 4 月 か ら

NOAA −HRPT デ ータ の 受信 と デ ータ 保 管 を 行 っ て

い る （Kawamura 　et　aL ，1993a）．こ の 受信データを
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利用 して，日本の 陸域 と そ の 周辺 の 沿岸海域 の 研究 に

供す る地域研究用衛星 画像データ ベ ース を作成 し，

1990年 4 月 1 日の 画像デー
タ か ら公開 を始め て い る

（川村 ら， 1994）．日本画像データベ ース （Japan　lmage
Database ：JAIDAS ）と名付け られ た こ の データ ベ ー

ス の 運用 は，1990年 か ら 現時 点 まで の 4 年以 上 に わ

た っ て お り，今後 も続 く予定で あ る．こ の 小 文 の 目的

は，そ の 当時 か ら急速 に 立 ち上 が り始 め た 計 算機 ネ ッ

トワ ーク を活用す る こ とを前提 として 開発 された，日

本 で 始 め て の 本 格 的 な 衛 星 画 像 データ ベ ース

JAIDAS に つ い て ，紹介す る こ とで あ る．

　JAIDASを利用す るため に は，東北大学 の 大型計算

機 セ ン タ ー
の 利用者 と な る 必 要 が あ る．具 体的 に は大

型計算機 セ ン タ
ー

に申請 して，利用 の た め の 課題登録

を行 う必 要が あ る．残念なが ら課題 申請 が 行 え る の は，

文部省の 大学 ・高専関係者に 限 られ る．課題申請に あ

た っ て は，東北大学大型計算機 セ ン タ
ー

に 連絡 さ れた

い （共同利用掛 ： 022−711−3406），

　最近 ， イ ン ター
ネ ッ トを利用 した情報公開が 広 く行

わ れ る ように な っ た．WWW （World 　Wide 　Web ）を

活用 し て ， Mosaic に よ っ て情報 を表示 し ， 取得す る こ

とが 普通 に 行われ つ つ あ る，JAIDAS に つ い て もそ れ

へ の 対応 を進 め て お り，そ う遠 くな い 内 に 実現 さ れ る

予定で ある
〔’〕

．そ の場合に は，利用者に関す る制限は な

くな り，イ ン ターネ ッ トに 接続 さ れた サ イ トか ら 自由

な ア ク セ ス が可能 と な る．

　 2 ．日本画像データベ ー
ス の構想 と背景

　
一

般 に，人工 衛星 の 地球観測データ は，その様々 な

分野 で の 利 用 の 可能性 が 極 め て 高 い こ とか ら ， 多 くの

期待 が寄せ られ て い るに もか か わ らず，そ の利 用環境

は必 ず し も整 っ て い る と は言 い 難 い ．現在 ， 様々 な 分

［11 編集 委 員会 注 ：既 に 実現 さ れ ま した．http ：〃www

　
−db．　 cc ．　 tohoku ．　 ac ．　jp／jaidasで ア ク セ ス で き ま す

　　（「天気j42巻 6 月号362頁参照）．
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野 の研究者に利 用 され て い る高分解能 の 　AVHRR ／

NOAA を例に して考え た場合 ， 米国 NOAA か ら処

理済 み データを購 入す る 以外 は，国内 で 受信 さ れ た

HRPT 　データ を利用 して，研究 を行 う必要が ある，

AVHRR データ の 利 用 に 関 す る 問題点を 整 理 し，大別

し て言 う と ， 1）データ ソース の 問題 と， 2）計算機

環境 の 問題 の 2点 と な ろ う．そ れ ぞ れ は，以下の よ う

な こ とが ら で あ る．　 1 ）データ ソース の 問題 ： 人工

衛星 の データ量は，他の観測データ と比較に ならな い

ほ ど大き い ．そ の データを直接受信す る た め に は，大

が か りな設備が 必要 と な る．ま た，購入す る に して も，

現時点で は，多大 な費 用 を必要 とす る状態 に あ る．

　 2）計算機環境の 問題 ：人工衛星 の データはその 大

量性 と も相 まっ て，今ま で の 情報 と は違 っ た 取扱い を

要求さ れ る場合が多 い ，画像化 して 扱 う こ とは，そ の

処理 に お け る大 き な特微の
一

つ で あ る．したが っ て ，

計算機環境 と して ，ま ず，a ）高性 能 の ハ
ードウ ェ ア ，

b）オ リ ジナ ル データの 処理 ソ フ トウ ェ ア， c ）処理

済 み 画像 の 解析環境，が 整備 さ れ な け れ ば な ら な い ．

2）
−b）に つ い て は，衛星観測デ

ー
タの 処理 の 性格か

ら，セ ン サ ー固有処理 を含んだ膨 大な ソ フ トウ ェ ア が

必要 とされ る．

　全国の 主要な大学 に は，大型計算機セ ン タ ーが 設置

され て お り，汎 用 大型 機や ス ーパ ー ・コ ン ピ ュ ・一一タを

そなえて ，利用者 に 計算機環境を提供 し て い る．そ れ

ら大型計算機 セ ン タ
ー

の 環境 を，AVHRR データ の 処

理 ・解析 とい う観点か ら考え て み る と ， 2 − a ＞ と c ）

に つ い て は充分満た され て い る と考え ら れ る．しか し，

AVHRR データ の利用 に固有の 問題 で あ る 1 ）データ

ソー
ス の 問題 と， 2 − b ）オ リ ジナ ル データ の 処理 に つ

い て は，研 究者が個 々 に 解決 しなければ な ら な い 問題

として残さ れ る こ と に な る．

　 こ こ で 紹 介 す る 日本画 像 データ ベ ー
ス 　（Japan

Image 　Database ：JAIDAS）は，で き る だ け 上 記 の 困

難 を克服 し て ，衛星 データ を利用 し易 い 環境 を構築す

る こ と を目的 と して 開発 さ れ た もの で あ る．東北 大学

理 学部に NOAA −HRPT デ
ー

タ受信設備 が設 置 され

た こ と を期 に ，東北大学の 大型計算機セ ン タ ーの 実際

の ハ ードウ ェ ア と ソ フ トウェ アを既存 の もの と し て ，

1）と 2 −b）の 問題 に 対 して，何等 か の解答 を与え よ

う と 考えた 結果，
“

幾何補正 と物理 量 変換 を 行 っ た 毎 日

の 処 理 済 み 画 像 を デ
ー

タ ベ
ー

ス 化 す る
”

と い う

JAIDAS の 構想 が う まれ た ．そ の 後 ，5年 ほ どの 開発

期間を経 て ，ほぼ構想 どお りの デー
タベ ース と そ れ を

運用す る シ ス テ ム が 1993年に 完成 した （川村 ら，1994）．

　第 1 節で述 べ た よ う に ， 米国海洋大気庁で は 全球 の

AVHRR 低分解能観測 データ を収集して ，業務 へ の 活

用 をお こ な う と と もに ， 海面水温な ど の データ セ ッ ト

を 作 成 し て 保 存 し て い る ．と こ ろ が ，高 分解 能

AVHRR データ に関し て は ， 収集能力の 限界か ら，あ

まり多 くを集 める こ とが で きな い ．し た が っ て ，高分

解能 AVHRR を 用 い た常時利用 さ れ る画像デ ータ の

作成 に は，地上受信局 の存在が き わ め て 重要で あ る．

海洋気象局で は，米国 の 地上局 で 受信 された もの を主

に 利用 して，
“ CoastWatch （沿岸監視）

”
と呼ば れ る活

動 を 行 っ て い る （Pichel　 et　aL ，1991）．こ れ は，地図化

さ れ た AVHRR 成果物を ， 各地 の沿岸監視 に 関連 す

る 機関 に ネ ッ トワ
ー

クな ど を通 じ て配信す る もの で，

1988年頃か ら構想が練 ら れ ，
1989年 に 試験的な運 用 が

行われた．こ れ は，日本画像データ ベ ース と同種の ，

地域研 究 の た め の 衛 星画 像 デ
ー

タベ ー
ス の

一
例で あ

る．毎日の地域衛星画像をネ ッ トワーク を通 じて 配信

す る こ の よ うな形 の デ ータ ベ ー
ス は，世界的 に み て も

珍し い ．日本画像データ ベ ー一ス の 構想 は，
“CoastWat −

ch
”

の そ れ と ほ ぼ同時期 で あ っ た．運用開始 は，1990

年 で あ っ た，

　 3 ．日本画像データベ ース の作成

　3．1 大 気 海 洋 セ ン タ
ー

に お け る 東北 画 像 データ

ベ ース の作成

　大気 海洋 セ ン タ ーで は，受 信 し た NOAA −HRPT

データは原 則 として 全 て 保存 し て お り，年間約 1900

シ
ーン の デ ータ が 蓄積 さ れ て い る （Kawamura 訂 砿 ，

1993a）．1 シ
ー

ン と は，人 工 衛星の
一

回 の通過 に よ っ

て 地上 の 受信局 に もた らされ るデ
ー

タを意味し，そ の

総量 は約 100Mbyte と な る．大気海洋 セ ン ターで は，

オ リ ジ ナ ル デ
ー

タ の ア
ーカ イ ブ の 他 に ， 高 度 の

AVHRR 処 理 ・解析が行 え る 設備 と ソ フ トウ ェ ア が整

備 さ れ て お り，そ れ ら に よ っ て気象学や海洋物理学の

研 究 が 行 わ れ て い る．大 気 海 洋 セ ン タ ー
に お け る

AVHRR の 処理 は標準化さ れた もの で あ り，幾何補 正

精度 に つ い て も評価が な され て い る　（Kawamura 　 et

ai，，1993b）．

　毎日得られ る データ に つ い て，大気海洋 セ ン タ
ーで

は い くつ か の ル
ーチ ン 解析を行 っ て い るが，そ の 中 の

一
つ に 東北 画 像 データ ベ ー

ス 　（Tohoku 　 Image

Database　：TIDAS ）の 作成が あ る．受信 したデ
ー

タの

うち ， 毎日昼 頃 に 日本上 空 を 通 過 す る NOAA 衛 星 の

18
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第 1図　大気海 洋 セ ン ターで 受 信 され た 1989年 4 月 2 日

　 　 　 　 8 時 NOAA −HRPT データ の 全範 囲 を示 す 画

　　　　像．

（a ）

第 2図

（b ）

東北画像 データ ベ ー
ス の （a ）Channel　 2の 可視画像と （b）Channel　 4の 熱赤外画

像，

データ を用 い て，東北地 方 を中心 と した約 1000km ×

1000km の 範 囲 の 可 視 画像 （Channel　2） と熱赤外画像

（Channe14 ）を作成し，保 管し て い る．画像中心 は，

（40
°N ，141

°E）で あ る。画像は ， 1024× 1024ピ ク セ ル

で構成さ れ て い る，大気海洋セ ン タ ーで は ，
こ れ ら を

光デ ィ ス ク に 格納 して 管理 して い る．例 と して ，第 1

図に受信 さ れ た NOAA 画像の 全景 を示 し ， そ の デー

タ を用 い て 画像 デ
ー

タベ ー
ス 用 に 作成 し た 画像 を第 2

図 に示 す．東北 画像 データ ベ ース は，1988年 4 月 か ら

作成 し て い る，

　3．2　西 日本画像の作成

　東北大学大型計算機 セ ン タ ーと共同して TIDAS を

公開 し て 運用 し て い る 間 に ，「ど う し て，西 日本 の 画像

データ は提供 して くれ な い の か 〜」と い っ た 問い を数

1995年 6 月 19
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回受 けた．そ の 主た る理由は，TIDAS だ けで さえ我 々

の手に余る よ う な大事業で あ っ て ， とて も西 日本の 画

像デ
ー

タベ ー
ス に 手 をの ばせ る よ うな状況 で は なか っ

た ， と い う こ と で あ る．大型計算機セ ン タ ーで の デー

タ公開 か ら 4 年た っ て ，TIDAS の シ ス テ ム も落 ち つ

い た．また，ユ ーザーも多 くな り，市民権を得 られ る

よ うに な っ た ．そ の よ うな 周辺 の 状況 に 励 ま さ れ て，

TIDAS の 西 日本版の作成を開始 した，

　 毎日 の 西 日本画像の 作成 に は，朝方に 日本付近 を通

過 す る NOAA 衛星 の 画像 を用 い る．現在 は，　 NOAA

l2号 で あ る．　 TIDAS は，昼 に 通過す る NOAA 衛星

デ
ー

タを利用 して い る．西 日本画像 の 作成 に 朝方 に 通

過す る NOAA 衛星 の デ
ー

タを利 用する理由は，受信

局 との位置関係に あ る，NOAA 衛星画像は ， 仙台 で受

信 されて い る．した が っ て，TIDAS の 場合 よ りは，受

信局
一
画像化領域 の 距離 が 大 き くな る．受 信局 か らの

距 離が離れ る に し た が っ て ， 衛星 観測 データ が 受信 さ

れ る率は 少 な くな る．受信 さ れ た NOAA 衛星 デ ータ

を詳細に調べ た と こ ろ ， 北か ら南に 衛星 が 進 み な が ら

日本付近を観測す る場合に，そ の逆に南か ら北に進む

場 合 に 比 べ て ，西 日本 が よ り多 く観測 で き る こ と が わ

か っ た．これ は受信局 （仙台） と観測対象範囲 （西 日

本 ）の 相対位置 と ，NOAA 衛星 の 軌道傾 斜角 と の 関係

に よ るが ，
こ こ で は詳細 は省略す る．可視画像が有効

とな る 日中に 日本付近 を通過 す る NOAA 衛星 で は，

朝 方 に 通過す る もの が 南 か ら北 に 向 か っ て 進 む．そ こ

で ， 朝方の NOAA 衛星 データを西日本画像の作成に

用 い る こ と と し た．そ れ で も， 1週間に
一

度程度 は 西

日本画像が作成 で きない 日があ る．そ の 理 由 は，前述

の よ うに 受信局 か らの 距離が大 き い こ と に あ る．

　西 日本画像 は，画像中心 （31．oeN ，133．3
°E），画素 サ

イズは画像 中心 で 1．1km ，メ ル カ トル 図法 に よ り作成

し て い る．中心 の 緯経度 を 除 い て，画 像の 規格 は

TIDAS と同 じ で ある．第 3 図 に，1992年 4 月 17目に つ

い て 作成 した西 日本 の ch ．2 と ch ．4 の 画像 を示す．

中部日本か ら沖繩 ま で の範囲が 画像内に ある．
一

部韓

国 が 入 っ て い る．日本 の 国 土 の 形状 の 故 に ，南に 広大

な 海域 を含ん で い る．こ の 日 は 雲が無 く，沖繩諸島 を

含め た 西日本の 全体が画像に お い て確認で き る．鹿児

島 の 桜 島 か ら は 噴煙 が 上 が っ て い る 様 子 が 観 察 で き

る．赤外画像 （黒 い ほ ど高温を表 す ） に 注 目す る と，

都市部や 平野 で 山岳部よ り高温 に な っ て い る こ とが わ

か る．海域 で は ， 沖繩の 周辺 は 黒 く， 高温 で あ り，北

上 す る に し た が っ て 温度が降下 し て い くこ と が わ か

る．また，九州 ・四国 の 南 の 海域 に 黒 い 帯が見 られ る

が ， こ れ は 黒 潮で あ る，周囲 に大小 様々 な 渦 が見 られ

る．西 日本画像 は，1994年 4 月 1 日か ら作成 して い る，

　 3．3 　日 本 画 像 データ ベ ー
ス 　（Japan　 Image

Database ：JAIDAS）

　 こ の 西 日本画像 と従来 か ら作成 を続 けて い る 東北画

像の デ ータ セ ッ トを合わ せ て ，日本画像データ ベ ー
ス

（Japan　 Image　 Database：JAIDAS） と名付ける．

JAIDAS の な か で ， 東北画像は JD　E （東 日本画像），

西 日本画像 は JDW と呼 ばれ る．　 JDE と JDW

で 日本の ほぼ全域 を カ バ ーす る こ ととな る が，一
部 か

け る部分 が あ る．特 に 北海道の 先端部 が残る．こ れ は，

最初 の 東北画像 （東 日本画像）を作成した際 の 領域選択

の結果で あ る。し か し，今回 画像化領域 の範囲を変 え て

そ こ を含む ように はしな か っ た．こ れ まで 作成 して き

た デ
ー

タ ベ ース と の 統
一

性 を 損 な わ な い た め で あ る．

　 4 ，東北大学大型計算機セ ン タ
ーの 日本画像デ ータ

　 　 　 ベ ース

　 4．1　データ 公開ま で の概略

　 大気海洋 セ ン ターか ら東北大学大型計算機 セ ン タ ー

ヘ データ を転送 し ， JAIDAS と し て 公開す る ま で の 概

略を第 4 図 に 示す （川村 ら，1994）．大気海洋セ ン ター

で は，毎日21：00に プ ロ グ ラ ム を起動 して，未転 送 の

データ に つ い て転送形式の データ を作成 し，高速学内

LAN 　（Tohoku 　University　Academic 　 All−round

Advanced　Information　 Netwark　 System：TAINS ，

Sakata θ’畆 ，1990）を使 っ た FTP 転送に よ り，大型

計算機 セ ン タ
ー

の 汎用計算機 ACOS6 へ 送 り出す，送

り出す際 に は，2Byte （1024階調）で 表現 され て い た 1

ピ ク セ ル の値を，1Byte （256階調）に変換 し て 送 っ て

い る．情報量 を 1Byte に 落 と した 理由は，主 に は画像

表示 を行 う場合の 画像が 1Byte ／ 1画素 で あ る こ とで

あ るが ， 他に転送及 びデータ保管の効率化の た め で あ

る．ACOS は，そ れ が 稼 動 し て い る 間 は常 に 監視 を

行 っ て お り ， 大気海洋セ ン タ ーか ら転送 の要求に 応 じ

て，FTP 転送 フ ァ イ ル を 受 け取 り ， 磁気デ ィ ス ク に書

き込 む．

　磁気デ ィ ス ク か ら JAIDASへ の 登録は ， 22：00に 自

動的 に 行 わ れ る．大型計算機セ ン ターが 休日等で 稼動

し て い ない 場合 は 転送 を行 わ ず，翌 B2 日分 を転送 す

る．大気海洋セ ン ターで は ， 連続 し て 1 週 間分 の

JAIDAS が 計算機の 磁 気 デ ィ ス ク に 保 存 され て い る

の で ，大型計算機 セ ン ターの 1週 間以内 の 稼動停止 に

20 “
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（a ）

（b丿

第 3図 西日本画像の （a）Channe12 の 可視画像 と （b）Channel　 4 の熱赤

外 画 像．

対応で き る．そ れ 以 上 の期間， 大型計算機セ ン タ ーが

稼動停止す る 場合 に は，手動 で 対応す る こ と に な る．

JAIDAS 画像 の保 管に は 5GByte の 容量 を持 つ 光

デ ィ ス ク を利用 し て い る．そ れ を複数枚 こ の デ ー
タ

ベ ース に 割 り当 て て い る の で，今後，15年間 の 運用 が

可能 とな っ て い る．
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　過去に JADAS に 登録 された画像 は，すべ て 利用す

る こ とが可能で あ り， 最新の 画像 と最 も古い 日時の画

像で検索や出力 に 要す る時間 の 差 はな い ．JAIDASの

利用者 は，ACOS を利 用 して 登録 さ れ て い る 画像 の検

索を行 い
， 目的 とす る 日 の衛星 画像 を自分 の フ ァ イル

に 出力し，大型計算機 セ ン タ
ー

や自分 の 計算機 を用 い

て処理 を行 う．検索か ら フ ァ イ ル 出力ま で の時間は，

3分程度で ある （工 藤 ら，1993；Kudo 　et　al．．1993）．

検索 の
一

例 を第 5 図 に 示す．

　4．2　日本画像 デー
タ ベ ー

ス の 構 築 と計 算機 ネ ッ ト

ワ
ーク

　JAIDAS の 作成 に は ， 東北大学内の 2機関の 設備と

それ を有機的 に っ な ぐ高速学内 LAN が利用 され て い

る．それ ら の 計算機 シ ス テ ム と付随す る ソ フ トウ ェ ア

セ ン タ
ー

第 4 図 　JAIDAS 画像 デー
タ転送 の 概略．

を利用 して，入力と して の 衛星 画像の 作成と公開用衛

星 画像データ ベ ー
ス の 維持管理 を行い ，両者の 機能 を

ネ ッ トワ
ー

ク に よ D つ な い で い る．ま た ， 大型計算機

セ ン ター外か ら の JAIDAS の 利用 に つ い て も，計算機

ネ ッ トワ
ー

クが 使われ て い る．JAIDAS の 構築 と運用

に 関わ る 計算機に関連す る シ ス テ ム は，多種多様で あ

り，大 が か りな もの で あ る．そ れ らの 結合 に よ っ て 実

現 された機能 の概略をまとめると，以下の ように な る

（川村ら ， 1994）． 1 ）大気海洋セ ン ター
に お け る 日々

の 　 NOAA −HRPT 　デ
ー

タの 自動受信 と受信直後 の

JAIDAS 用衛星画像 の 自動作成 （Kawamura 　et　al．，

1993a，　b），2）毎 日定時 に 転 送用デ
ー

タを作成 し，大

型計 算機 セ ン タ ー
へ FTP に よる 自動 転送 を行 う，3 ）

大型 計算機セ ン ター
に お け る衛星 画像 の 自動受信 と毎

日定時 の TIDAS へ の 自動登録 （工藤 ら，1993；Kudo

6’磁 ，1993）， 4）大型 計算機 セ ン ターの 運 用 の
一

部 と

し て の TIDAS の 運用 ；そ の な か に は画像検索，計算

機 セ ン タ
ー

内 で の 画像処 理 を含 む各 種 の 処理，セ ン

タ ー外 へ の転送用 フ ァ イ ル の 作成な ど の 機能 を含む

（工 藤 ら，1993；Kudo　et　al．，1993）， 5）膨 大なデ
ー

タ 量 と な る TIDAS の維持 ・管理 シ ス テ ム の 運用 ；利

用状況 の モ ニ タ
ー

機能 ， 登録データ の モ ニ ターと デ ー

タ提供者 （大気海洋 セ ン タ
ー

） へ の 定期的 自動通報 な

リ ス ト表示 した い 年月 （YYMM ） を 入力 して 下 さ い
。 （例 ； 9003 ）

全 リ ス トを表示 し た い 場合 は，ALL を 入力 して 下 さ い
。

　　　 TYPE　THE　YEAR　AND　MONTH　（YYMM＞　YOU　WANT　TO　SEARCH．　（EX，9003）

　 　 　 WHEN　YOU　WANT 　TO　SEE　THE　L［ST　OF　ALL　DATA，　TYPE　
’
ALL

“
．

入力 して 下 さ い
。 　（RETURN で メ ； ユ

ー
に 戻 り ます 。 ）

　 　 　 TYPE　
t−
YYMM

’
　OR　

【
ALV 　　（TO　BACK　TO　↑HE　MENUE，　TYPE　JUST　RETURN）一・一一＞9303

93−　3−　1　0 　93−　3−　2　0 　@93−　3 −　3　 0　93−　3−　4　0　93−　
3−　5　

93−　
3
−　6　 ×　　93−　3−　7　 0@　93−　3− 　S 　　　

93
−
　3−　9 　　　

93
−
　3−10

093 −　3−11 　0　93−　3 −12 　0　93−　3−13　0　93−　3 −14 　0　93−　3−1
@093 −　3− 1　0　　93 −　3− 1　0　　93 −　3− 1　0　　93− 　3− 1　0　　93− 　3−
　093 −　3− 2　0　　93−　3− 2　0　　93−　3− 2　0　　93−　3− 2　0　　93−　3−
　093 − 　3− 2　0　　93 − 　3− 27　0　93 −　3− 28　0　93 − 　3− 29　0　93−− 　3−

　093 −　3−

　0 （
○ ； デー タ 有り

　x ； デー

無し ） （○：AVA【LABLE　　　×　：NOT　AVAIL

し E ） 年 月 （ YYMM ） を 入 力 して 下 さ い （ RETURN で メ ニ ュ ー に

ります） 　　　　 第5 図 　 JAIDAS の 検索の 一例で 下線 部 は 利用 者の

力を
す
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第 6 図　JAIDAS 画像データの 流れ と JAIDAS 作成 の 各種機能．

ど （工 藤 ら，1993；Kudo 　 et　 al ．．1993）．

　 2 ） か ら 5） まで の 機能 と 衛星画像データ の 流れ を

ま とめ て第 6 図に 示 す ．こ れ ら の技術的な詳細に つ い

て は，個 々 の 論文を参照願い た い ． こ れ ら の 技術的な

課題 の 克服 に加 え て ，JAIDASの 理念 に 基 づ い た 総合

調整 に よ り，全体 の シ ス テ ム の 開発が お こ な わ れ，現

在，順調 に 運用 され て い る．1990年 4 月 か ら の 毎日 の

画像の 登録率 （登録 された全 日数 の 1990年 4月 1日か

ら の 積算日 に 対す る比） は，だ い た い 99％ で あ る．

　 5 ．利用状況

　1993年度は，45名の東北大学大型計算機 セ ン ターの

課題登録者 が 利用 し た ．実際 に は， 1課題で複数の 研

究者 が 利用 す る 場合 が あ る の で，利 用者実数 は こ れ を

上回 る と考え られ る．データ ベ ース ヘ ア ク セ ス し た 回

数 は 1334回あ り，2384件 （1192日分 の 可視 ・赤外デー

タ の 利用者 フ ァ イ ル へ の 出力）の 画像データ出力が

あ っ た ．1994年度 は，64名が 4619回利用 し，7834件（7．8

GByte ）の 出力 が あ っ た．1993年 9 月 を例 に 取 る と，20

名の利用者が ， 432回 ア ク セ ス し， 800件を出力 して い

た．利用分野 は ， 地球物理学 （気象学 ， 海洋物理学），

農業気象学 ，土木 工 学，水産学な ど，多岐 に わ た っ て

い る．

　JAIDAS は，現在，簡便で 実用的な衛星画像データ

ベ ー
ス と し て ，多 くの 利用者 に 活 用 さ れ て い る．利用

者 の ほ とん どは，衛星 デ
ー

タの 検 索後，ネ ッ トワ
ー

ク

に よ り自分 の パ ソ コ ン や ワーク ス テ ー
シ ョ ン へ 画像 を

転送 して，その 後 の 処理 を行 っ て い る．東北大学内で

は，TAINS が整備 さ れ て い る の で ，高速 な転送が可

能で あ る．全国 の大学 の大型計算機セ ン タ
ー間を つ な

ぐ N1一
ネ ッ トを利用 して転送 し た例 もあ るが ，最近は

FTP （File　Transfer　Protcol：イ ン ターネ ッ トを利用

した フ ァ イ ル 転送方式） に よ る フ ァ イル 転送が 主流で

あ る．山梨大学 の 例 で ，衛星画像 1 シ
ー

ン を10分程度

で 転送し た ．

　 イ ン ター
ネ ッ トを利用 し た JAIDAS デー

タの 取得

の 典型的 な手順 の例を示す ；まず，イ ン ターネ ッ トに

よ り，東 北大 学大 型 計 算機 セ ン ターの 大 型 汎 用機

ACOS 　 に 接続 し，課題番号 ・パ ス ワ
ードを入 力し て

ACOS の世界 に 入 り，JAIDAS検索 シ ス テ ム を起動 し

1995年 6 月 23
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て 画像の検索 と目的 とす る データ の 自分の フ ァ イル へ

の 出力 を行 う，デ ー
タの 転送 に あた っ て は，改 め て イ

ン ターネ ッ トで ACOS に接続 し （課題番号 ・パ ス ワー

ド を入 力），画像 フ ァ イ ル を格納 した デ ィ レ ク ト リへ 移

動 した後，FTP で データを転送す る．

くつ もりで は ある．し か し，そ の よ うな利用者が 多数

を占め るの で あれ ば，将来何らか の 形 で 定常的な提供

を行え る よ うな体制が組ま れ る べ き で あ ろ う．衛星観

測 データ の 需要 の 増加 と共 に ，そ の よ うな 研究 の 基盤

整備が必要で あ ろ う．

　 6 ．最後に

　衛星 リモ ートセ ン シ ン グ の 目的は ， そ れ を利用 し て

実際 の 自然現 象を 研 究 し て い く こ と で あ る．衛 星 リ

モ
ー

トセ ン シ ン グデータ を扱 っ て い る と ， 衛星搭載セ

ン サ ー
の 観測原理 の研究，効率の よ い 解析 シ ス テ ム の

構築 （計 算機科学）な ど，と もすれば個 々 の 関連 す る

技術論 に深 く関わ っ て しまうこ とが よ くあ る．こ れ は，

衛星地球観測が総合科学 で あ る こ と の 証拠 で も あ る．

また，第 2節 で 述 べ たよう に，衛星 データを利用す る

上 で の種々 の 問題 が 残 っ て い て ， そ れ を解決 し よ う と

すれば，不可避的 に 観測原理や計算機 の 問題 と関わ ら

ざるを得 な い こ とも原因の ひ とつ で あ ろ う．JAIDAS
の一

つ の 目的は，そ れ ら の 現象の解析 に と っ て時 に は

不要 とも思われ る障害 をあ る程度解決 した研 究環境 を

提供 し ， 本来の 自然現象の解析や 実利用 へ の道を開 こ

う とす る こ とで あ る （川村 ，1992a，　b）．

　 JAIDAS の 特徴 を列記 して み る と， 1 ）利 用 し や す

い
， 2）無料で あ る ， 3 ）利用上 の制限が な い

， とい っ

た こ とで あ ろ うか．最後の 項目 3 ）で あ る が ，例え ば，
“
JAIDAS を利用 した場合は ， そ の 旨論文 に明記す る

こ と
”

な ど とい っ た こ とで あ る．そ れ を JAIDAS で は

要求 して い な い ．も っ と も，JAIDAS データ の 質を論

文投稿時 に問わ れ た際に ， 利用者が困る こ とがな い よ

うに ，どの よ うな処 理 が行わ れ た か を い つ で も答え ら

れ る よ うな 準備 は 行 っ て い る，NOAA 衛星 デー
タ の 受

信 か ら処理 に つ い て，そ の 質 を維持 し続 け る こ とに つ

い て は，責任を持 っ て行 っ て い る つ も りで あ り ， そ の

よ う な 裏 付 け の 元 に データ の 提 供 を行 っ て い る

（Kawamura 　et　al ．，1993a，　b）．少 しず っ 変化 して い く

衛星の 状況を お さ え な が ら ， 処理 ・解析系を維持 し て，

提供 デ
ー

タ の 質 を維持 する こ と を 1年以上 の 長期 に わ

た っ て行 う こ と は，実 は そ れ ほ ど簡単 な こ とで は な い ．

　衛星観測データ を利用 し や す い 形 で提供す る こ と

で ，多 くの 新 し い 利 用者 を獲得 し て 新 しい 研 究 の 可能

性が 開け る こ と に つ い て ， JAIDAS は充分な証明を与

え た よ うに 思う．そ の 意味で ，JAIDAS の役割は済ん

だ の で あ ろ う．利用者があ る 限 り，また作成の 側 に 余

力があ る か ぎ り は，こ の よ うなデータ提供を行 っ て い
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