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　 1 ．は じめ に

　北極域気候シ ス テ ム研究計画 （WCRP ／ACSYS ）コ

ン フ ェ ラ ン ス
“Dynamics 　of 　the　Arctic　Climate　Sys−

tem
”

と科学運営委員会 （SSG ）第 3 回会合が ス ウ ェ
ー

デ ン ，エ
ーテ ボ リ に て ，1994年11月 7 日 か ら14日 に 開

催さ れ た．前者 は 約150名，後 者 は 約 25名 の 参加 で ，北

欧最大の港街 ， か つ 造船所の多 い エ ーテ ボ リ市の街外

れ，　
“ARKEN 　Conference　Center”な る 所 で 行わ れ た ，

併設 の 宿泊施設 に
一

同泊 ま り込 み で ，朝 ，昼，夜 3食

も全員
一緒と い うt 缶詰状態で会議が行わ れ た た め，

良 くも悪 くも ACSYS に 集 中 さ せ ら れ た 8 冂間 で

あ っ た．日本か ら は，前者の み に 3 名，前後通 し で 2

名が 参加 し た ．こ れ ま で ，口本 か ら の 関 わ り は余 りな

か っ た の で ，出席報告 に 併 せ ，概要 を ご紹介 しよう．

　 2 ．ACSYS の 概 要

　 「北極域 の 気候 は，気候モ デル か ら推定 さ れ る よ う

に 地球規模変化 に 対 し て 敏感 な の だ ろ う か ？北極域 の

変化 に 対 して，グ ロ
ーバ ル な気候 は ど れだけ変化す る

の か ，そ の 感度は ？」 と い っ た 疑問 に 答 え る べ く 「北

極域気候 シ ス テ ム 研究計画」 が 開始 さ れ た ．

　WCRP −JSC は，1991年，海氷 と気候 モ デ リン グ の

専門家会議や WCRP 海氷 と気候作業委員会の活動に

も と づ き，北極域気候 シ ス テ ム 研究 の 必要性 を認識 し，

調 査 を開始 し た ，そ して ，1992年，E ．　Augstein （ドイ

ツ，AWI ）を中心 に ま とめ ら れ た
“Scientific　Concept

＊Report　 oll　 the　 WCRP ／ACSYS 　 Conference　 and

　 Third　Session　 of 　SSG．
’ lTakashi

　Yamanouchi ，国立極地研究所．
＊2Tetsuo

　Ohata ，名古屋大学大気水圏科学研究所．
’3Hiroshi

　L．　Tanaka，筑 波大学地 球科学系．
’4Motoyoshj

　Ikeda，北 海 道 人学 地 球 環 境 科学 研 究科．
＊ 5Ritsuko

　Kanohgi ，筑波大学環 境科学研究科大学院．

◎ 1995　 日本気象学会

of 　the　 Arctic　 Climate　 System　 Study （ACSYS ）
”

（WCP −72，1991） に 基づ き，　 ACSYS 計画 を樹 立，科

学運営委員会 （SSG ）が作 られ た．現在，12名の 委員

か らな り，K ．　Aagaard （ワ シ ン トン 大学）が 議長 とな っ

て い る．1992年 シ ア トル で の第 1回 SSG ，1993年 ハ ン

ブ ル グ で の 第 2 回 SSG を 通 じ，　 ACSYS 実施計画 が

策定さ れ た （WCRP −85，1994）．

　1994年 1月 工 日 よ り，10年間の ス ケ ジ ュ
ール で開始

された ACSYS の 目標 は，「地球規模気候 の 中 で の 北

極域 の 役割を明らか に す る こ と」で あ る．こ の 冖標を

達成 す る た め に ，以 下 の 3 つ の 主 要課題 を 目的 と す る．

　 1）北極海 の 海洋循環 と海氷 水文過程 との 相互作

　　　用 を 理 解す る こ と，

　 2 ）北極域 の 長期 気候 モ ニ タ リン グ観測計画 を開始

　　　 す る こ と．

　 3） グロ ーバ ル 気候 モ デル に ，北極域 に お ける諸過

　　　程 を正確 に 反映 さ せ る べ く基礎資料 を提供す る

　 　 　 こ と．

　以上 の 目的 の 下，北極海 の 海洋循環 の 研 究，北極海

の 海氷研 究，北極域 の 大気 の 研究，北極域 の 水文過程

の 研究そ し て北極域気候 シ ス テ ム の モ デ リ ン グの研究

が 開始 さ れ た．

　 3 ．北極気候シ ス テ ム の 動態に 関する会議

　ACSYS の 活動 の
一
環 と して ，標記会議 が ス ウ ェ

ー

デ ン ，エ ーテ ボ リ に て，1994年ll月 7 日 か ら IO日 に 開

催 さ れ た．そ の 目的は新し く作 られ た ACSYS 実施計

画 を検討 し，北極 気候研究 の 現状 の レ ヴ ュ
ーと 将来 の

展望を行 う こ と で あ っ た．SSG メ ン バ ーの P．　Lemke

（ドイ ツ ，AWD を 中心 に 企画 され ，水文 （水循環），

大気，海氷 ，海洋 の 4 っ の セ ッ シ ョ ン か らな る 招待講

演 と ポ ス ター発表 か ら な っ た ， 1 日 1 セ ッ シ ョ ン ，午

前 と午後 の 終 わ りに ，それぞれ 1 時間 の 討論時間 が 設

け られ，じっ くり議論が深 め られた．
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　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 （山内　恭）

　3．1 水循環

　本セ ッ シ ョ ン で は 3件 の 招待講演 があ っ た．北極海

に 流 入 す る大河川 の 水 文気候 （R ．G．　Lawford），北極

海 の 水循環 （R ．G ．　Barry） と ロ シ ア の 大河川 の 水文特

性 （V ．Vuglinsky） に 関す る話題 で あ り，こ れ ら の 中

に ポ ス タ ー
セ ッ シ ョ ン の 内容 も か な り盛 り込 ま れ て い

た．別個 に ポ ス ターセ ッ シ ョ ン が予定され て い たが，

13件の 内，半数近 く は キ ャ ン セ ル と な っ た ，

　 こ れ らの 中で ，重要 と思われ る 話題 は以下 の 通 りで

あ る．

　 （1） ECMWF の 客観解析デ ータ を 用 い た 北極海

　　　　全体 の 大気中 の 収束発散 など に つ い て，検討

　　　　さ れ た結果 が 紹介 さ れ た．70eN以上 の 領 域 で

　　　　の 降水量 は 266mm ，そ の 内 19  mm 程 度が

　　　　降雪，そ して 夏期 の 年 々 変動 が 大 きい ，年間

　　　　の 水蒸気収束 P −E は 125か ら 205mm で 平均

　　　　値 が 163　mm ，そ の 年の 低気圧 の 頻 度，特性 に

　　　　依存す る． こ れ は以 前の推定 よ り36％多い 結

　　　　果 とな っ た．

　 （2 ）北極海 の 水収支 （大気，海洋両方含 む ） は，

　　　　流入 と し て ， 大陸河川 340mm ，　P −E が 160

　　　　mm ，べ 一リ ン グ等 に よ る 海洋流入 が 210　mm

　　　　で 計 ＋ 710mm ．そ れ に 対 し，海洋 で の 流 出が

　　　　560mm で，差し引き流 入 が 150　mm の 超過

　　　　 とな っ て い る．い ずれ の 項 が お か し い の か ，

　　　　今後の研究が必要とい う結果に な っ た．

　 （3 ）北極海へ 流入 す る 大河川 の 内，マ ッ ケ ン ジー

　　　　川 と オ ビ川 は年間の 流出傾 向が似 て い る が，

　　　　レ ナ 川，エ ニ セ イ 川 は異な る．マ ッ ケ ン ジー

　　　　川 の 流 出 は70年代 に は 多 く，80年代 前半 は

　　　　減 っ て，また後半 で 増加 して い る．そ の傾 向

　　　　を解釈す る の に ，山岳地域の積雪が 問題 とな

　　　　る と の指摘 が あ っ た．マ ッ ケ ン ジー
川 に つ い

　　　　て，水循環項 の 中で最 も精度が悪 く，情報が

　　　　不足 して い る の が 降水量 で あ る．

　 （4 ） ロ シ ア 大河川 は，2000年ま で に 3 − 5 ％流出

　　　　量 が 減 少 す る で あ ろ う．逆 に， 1 − 2％ の 温

　　　　暖化が 起 こ れば流出量 は20％増え る で あ ろ

　　　　う．

　 （5）永久凍土 が どの様な役割を担 っ て い る の か ，

　　　　不明 な 点 が 多 く，温暖化 で ど の よ うに 影響 を

　　　　及ぼ す か検討す る必要性が指摘 され た．そ の

　　　　役割は，直接の 水分過程で は な く， 潜熱，表

　　　　 面植生 の 変化 を通 して 顕われ る．IPA （国際永

　　　　久凍土学会） で凍土 に つ い て の データ セ ッ ト

　　　　 が 作成 され て い るの で ，それが 参考 に な ろ う．

　 （6 ）北極海流入河川 で 測定 さ れ て い る の は全流入

　　　　量 の 60％程度 で あ り，そ れ以外 を ど の 様 に 推

　　　　定す る か が問題 で あ る とい う指摘があ っ た，

　　　　陸域水循 環 モ デ ル の 併用 も考え ら れ る が，そ

　　　　 の 際 降水量 デ
ー

タの 精度 が 問題 に な ろう．

　水循環の セ ッ シ ョ ン の 中の 大陸 の 水循環 や 河川流出

は本 シ ン ポ ジ ウ ム の 中心課題 で は な い が ， 北極海で の

気候 を考え る場合 に は無視 で きな い 項 で あ り，経年変

化，長期変化を議論す る場合 に は
一

層重要に な る と い

う印象を持 っ た．こ の 点 に お い て今後 の 研究で は，

ACSYS （北極気候 シ ス テ ム 研究計画）と GEWEX （全

球 エ ネ ル ギ
ー・水循環研究計画）の中の MAGS （マ ッ

ケ ン ジー
川 GEWEX 研究計画） や GAME （GEWEX

ア ジ ア モ ン ス ーン 実験計画）の シ ベ リア 地域研究の グ

ル
ープ と の 協力 関係が 必 要 と さ れ る で あ ろ う と考 え

る，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大畑哲夫）

　 3 ．2　大気

　大会 2 日 目は北極域 の 大気プ ロ セ ス に関す る セ ッ

シ ョ ン で あ り，R ．　Barry （ア メ リ カ）の 司会 の も の で

V ．Kattsov（ロ シ ア ），　J，Curry（ア メ リカ ），　A ．　Maksh ・

tas （ロ シ ア ），そ し て H ．　Cattle（イ ギ リス ）が招待講

演 を行 っ た．

　 はじめ に，Kattsovは北極域 の 海氷 の 変動が大気循

環 に 与え る 影 響 に つ い て モ デ ル 実験 の 結果 を紹介 し

た．ポ リニ ア や リ
ー

ドの 効果 をモ デ ル に 組 み 込む と，

海氷 か ら 大気 へ の 正味 の 熱 フ ラ ッ ク ス は 10　Wrn −2
ほ

ど増加 し，平均表面温度 は約 3℃ 上 昇 す る．た だ し，

接地層 の 成層が極 め て 安定 で あるため に，その ような

昇温 の 影響が 自由大気に まで 及 ぶ こ と は な い ．こ の 数

値実験 の結果 に よ る と，海氷の ア ノ マ リが大気に与え

る 影響 はそれ ほ ど大 き くな い 事 が 主張 された．

　Curry は北極域 の 層雲 （Arctic　stratus ）が放射過程

に 及 ぼ す影響 に つ い て説明 した 北極海は ポ リ ニ ア な

どか ら放 出 さ れ る水蒸気 に よ り大気下層を層雲 で 覆わ

れ る こ とが 多い ．極域の雲に よ る放射強制 は ， 赤外放

射 の 抑制 に よ り昇 温 と し て 働 く，彼 女 は ポ リ ニ ア や

リードか ら放出され る潜熱の 鉛直輸送 の 鉛直時間断面

を紹介 し た．海氷が 割れ て大気中に 水蒸気が 放出さ れ

る と た だ ち に氷晶が 形成 さ れ る の で ，それ を ラ イダ
ー

で継続観測 す る こ と に よ り潜熱 の 鉛直輸送 の よ うすが

20 “
天気

”
42．9．
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わ か る．ガ イ ザ ーの よ う に 間欠的 に境界層 に 吹 き上 げ

られ た エ ア ロ ゾル 層 は， リード表面 の 凍結 に よ りた ち

ま ち の う ち に終了 して し ま う様子 が 見事に観測 と し て

捕え ら れ た ．北極域 で 進行中の ACSYS と関係の 深 い

プ ロ ジ ェ ク ト （ARM ，　SHEBA ，　BASE ，　CLIVAR ） に

つ い て 説明 が あ っ た．

　Cattleは 現在進行中 の ECMWF と NMC に よ る 全

球再解析データ作成の状況 に つ い て 説明 し ， 同様 の 4

次元同化 に よ る 再解析を特 に 極域 に 重点をお い て 行 う

必 要が あ る と主張 し た．そ の た め に は何に注意す べ き

か を極域の 専門家 か ら提言 し て も ら い た い と 問 い か け

た ．そ れ に 対 し Curry は 自分 の こ れ ま で の 経験 か ら，

極域境界層で の乱流輸送が 中緯度の概念の延長で は処

理 仕切れ な い ，と答 え た．接地層 は 中緯度と は 比較 に

な ら な い ほ ど薄 く ， 散在す る ポ リ ニ ア や リードか ら放

出さ れ る顕熱や 潜熱は等方性，
一

様性 の 仮定を 受 け付

け ない ．力学的 に海氷が割れ て 噴 出 して くる潜熱 エ ネ

ル ギーは，数時間の サ イ ク ル で 終了 す る の で ，定常を

仮 定 す る こ と も ま ま な ら な い ．大 気 へ の 潜 熱 エ ネ ル

ギーの供給 は，割れ た海面が ふ さ が れ ば そ れ で終わ り

で あ る が，顕 熱 エ ネ ル ギ ーの 供 給 は 10倍 ほ ど大 き く

な っ た まましば ら くは継続す る，とい うの で あ る．

　遅 い 昼食後 の 午後の 時間は大気プ ロ セ ス の ポ ス ター

セ ッ シ ョ ン に 割 り当て られ た．田中 ・早崎 は ア ラ ス カ

付近 の 対 流圏 で 観測 された対流圏突然昇温 と も言 うべ

き急激 な 温度 上 昇 の 原因究明 に つ い て 報 告 し た．日本

付近 で 発生 しア ラ ス カ方面 に移動す る爆発低気圧が造

り だ す 上 昇 気流 の 前 面 で 激 し い 下 降気 流 が 生 じ，そ れ

が 断熱圧縮 に よ る昇温 をもた らした こ と を説明 した，

その よ うな下降気流が生 じた背景 として ，下降気流域

を は さ ん で 爆発低気圧 と反対 の 東側 に も発散域が存在

し，上空 で 東西 か ら質量 が 収束 して い た こ とが示 され

た．

　 ポ ス タ
ーセ ッ シ ョ ン の あ とで，J．　Walsh （ア メ リカ ）

が 大気 プ ロ セ ス の セ ッ シ ョ ン 全体 を ま と め た．大気 ・

海氷 シ ス テ ム が 内在す る い く つ か の フ ィ
ードバ ッ グ

（FB ）の 強 さ を 比 較 す る と，海 氷一ア ル ベ ド FB

（0．45），水蒸気 FB （0．37）， 雲水 量 FB （0．46）， 雲量

FB （± 1．79）， 雲粒径 FB （± 1．43）と見積 られ て い る

よ うに ，極域 に お い て も雲 の 放射 過程 は 極 め て 重要 で

あ る，雲の放射過程に よ る フ ィ
ードバ ッ グ は どうや ら

大気を安定 させ る よ うで あ る が ，し か し，フ ィ
ードバ ッ

グ の 符 号 さ え 現 在 の 観 測 か ら は 定 か で な い ，ま た，

ACSYS の 研究対象 の 範囲 に つ い て 議論 がなされた．

た と え ば ， 極域大気の セ ッ シ ョ ン と い い な が ら オ ゾ ン

ホ ール の 研究 が な い ．ACSYS プ ロ ジ ェ ク ト立 ち あげ

の動機が そ も そ も海氷 ・海洋・水文循環に あ っ た た め ，

気象学 そ の も の が つ け た し の よ う に 扱わ れ て い る き ら

い が あ る．一
部 の 参加者 か ら Polar　Low は ACSYS

の研究対象に含め る べ き で ある との提案が な さ れ ，こ

れ は 受 け入れ ら れ た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （田中　博）

　3．3　海洋 ・海氷

　ACSYS の海洋分野 に お い て問題に さ れ て い る現象

と し て は （ユ）北極海 と大西洋 （2 次的 に は 太平洋 も）

と の 海氷 （熱 と塩 を 含 ん だ）交換，（2 ）北極海循環 と

水塊形成に お よ ぼ す海氷生成・融解の役割，（3）極域

の 気候 に 影響を与え る 海氷分布 に 対す る海洋の 役割 ，

とい う項目が あげ られ ま す．（1）が最初に あげられ た

の は，全球的気候変動 の 鍵 と も い え る グ リーン ラ ン ド

海の 深層水形成 に と っ て ， 北極海か ら流出す る海氷 と

低塩分海水 が 深層水の 生成を減ら す 重要な要因 で あ る

と い う推察 に 基 づ い て い ます．数値 モ デル を用 い て 流

出量 を再現 し よ う と い う発表が 多 くあっ た も の の，

い っ た い 何 が 流出量 を支配 し て い る の か とい っ た，物

理的に 突 っ 込 ん だ議論がな さ れ なか っ た の は もの た り

な い も の が あ り ま し た ．（2）で は，シ ベ リ ア大陸棚上

の 海氷生成 に と もなう低温水 を観測 し，それ をモ デ ル

に よっ て 再 現 した こ と が複数 の 論文 で 発表 さ れ ま し

た． こ の 低温水 は 大陸棚水 よ りは 高塩 で すが ，北極海

中央に向か っ て広が っ て い き北極海に特有な水塊 （大

西 洋 よ り低塩 低温 ） を形成 す る の で 重 要 で す ．（3）に

つ い て は，化学 トレ ー
サ
ー

を用 い て 大西洋 か ら流入 し

た高温水が北極海 中央まで と る経路 を示 そ う と い う発

表 が 目をひ き ま し た．ブイ，係留計 ，CTD に よ る物理

的観測，化学 トレ ーサーに よる観測，そして 数値 モ デ

ル を 用 い た シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を組み 合わ せ て 研究を進

め て い く必要性 を痛感 しました．

　経済的 に 困難 な 状況 に もか か わ ら ず ロ シ ア か ら の 発

表が半数ち か くを占め ， 北極 の 研究 に お け る蓄積 は た

い し た もの だ と感 じ ま し た．た だ一
言不満 を述 べ させ

て頂 くな ら ，
ACSYS の よ う な 国際共 同研究計画 に お

い て は仕方の ない こ とか もしれ ませ ん が，研究の 優先

順位 に つ い て の 議論 は ほ と ん ど な く，総合的 に 現象 と

そ れ を解明す る研究計画が 羅列さ れ て い た よ うに思え

ま し た ，

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 （池 田 元美〉
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　 3．4　 はじめて の 国際会議

　私は 現在大学院の修士過程に在学す る 学生 で あ る

が，今 回幸運 に も極域気候 の 国際会 議 に 参加 し ボ ス

ター発表をす る機会 を頂 い た． こ れ まで 国際会議 とい

う もの に 参加 し た こ と もな く （バ イ トで 受付嬢 とい う

の はあっ たが）外国人 ばか りで，更 に 英語 ば か りの 環

境で 4 目間 も過 ごす と い う の は全 く初 め て の 経験 で あ

る．更 に い う と，海外 に 行 くの もホ テ ル に 泊 ま る の も

飛行機に 乗 る の も初 め て だ っ た し，食 い し ん ぼ うの 私

は ひ そ か に 機内食や ら外国 の 食事 ， お 菓子 も楽し み に

して い た の だ っ た．

　今 回 の 国際会議 は，極域の気候シ ス テ ム が テ ーマ と

な っ て い て 大気，海氷，河川 の 各国 の 第
一

線 の 研究者

た ち が 顔 を揃え る も の で あ っ た．論文 で しか 名前 を知

らな い ような偉 い 先生 と 挨拶 した り話 をす る の は 結構

緊張 し た．と こ ろで ，こ の 会議 は ス ウ ェ
ー

デ ン の エ
ー

テ ボ リ と い う港 町 の と あるホ テル 付 き の 会議場 で 開催

さ れたが，そ こ は と んで もな い 町外れ で 周 りに 何も な

い ．お陰で 外 に 行 くこ と が で きず ， 会議場で 4 日間缶

詰め状態 だ っ た の で 参加者 と は食事 の た び に 顔 をあ わ

せ る こ と に な り，会議 が 終 わ る頃 に は皆 同 じ に 見 え た

外国人 の 顔 も区別 が つ くよ うに な っ た ．

　肝 心 の 会議 に 関 し て い え ば，口 頭発表 に つ い て は，

OHP を見 な が ら な の で ， な ん と な くわ か る の だが ，

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に な る と何を言 っ て い る の か 全 く聞

き取れ な か っ た．た だ，極域 の デ
ー

タ 自身 が 持 つ 「精

度」 と い う問題が 常に付い て 回 っ て い た とい う印象を

受 け た．極域 で は 観測 データ 自体 が 不確 か な 部 分 が あ

り，デ ータ 自身が 約20％の誤差を含ん で い る．だか ら

極域 の 海氷や 河川流量 の 経年変動を 見 て もそ れ は誤差

を見て い る に過 ぎず，意味な い の で は な い か とい う意

見 が と びか っ た．

　実 をい う と 私 の 発表 は 夏 の シ ベ リア 地域 の 河川流量

と海氷面積の相関を し らべ た もの で あ っ たの で ，会議

の 初 日の デ ィ ス カ ッ シ u．ン で こ の 議論が で た と き に は

田 中博先生 と 「ま っ ，まず い ……」 とい っ て あせ っ て

し ま っ た．し か し そ の 口 の 夕食時，河川流量 の 研究者

の 方 に 「夏 の 河川流量 は割 と正 確 だ か ら多分大 丈夫 で

す よ．」と言 わ れ，ほ っ とした．

　ポ ス ター
発表 の 方 は，英語 の ヒ ア リ ン グ能力 に 乏 し

い 私 は質問 を先生 に ほとん どまか せ っ ぱな しに し て い

て情け な い も の があ っ た が，そ れ で も時間 が 経 っ て く

る と皆聞 い て くる こ と は大体同 じな の で先生 の 英語を

まね た （つ もりの イ ン チ キ くさ い ）英語 で 図 の 説明が

で き る よ うに な っ た．と こ ろ で 説明 を聞い た 人 は た い

て い ど の 人 も It’s　interesting．と言 っ て くれ る，しか

し こ の interestingとい う言葉は非常 に 便利な言葉 で

二 種類 の 意味が ある こ と を先生 に 教え て も ら っ た．

interestlngとい う言葉 は興 味深 い と い う言葉 で あ る

と同時に コ メ ン トに 困っ た時の 言葉で もあ る．確か に

そ の と お りで ，い い 意味 で の interestingと言わ れ る と

き は も っ と詳し い 資料を 要求 さ れ た り，こ ん な解析 を

し て み た ら ど うか と具体的な コ メ ン トを も ら え る よ う

だ っ た ，

　今回 の旅で実感し た こ と は，や は り英語が で き ない

と なに もで き ない なあ と い う こ とで あ る．そ し て 研 究

の 面 で もた くさ ん あ っ て何を まず始め る べ き か悩ん で

し ま っ た が ，成 田 に つ い て
一

番 は じ め に 思 っ た の は こ

の一言だ っ た．

　 「
……

ま ず ダイ エ ッ トし よ う．」

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （叶木律子）

　 4 ，科学運 営委員会 （SSG ）

　会議に引 き続き第 3回 SSG が開か れ た．既 に 3 回

日で ，実行計画 も一
応作 っ た後 の た め か ，ACSYS そ

の も の の あ りか た の 議論 は 余 り無 く，ロ シ ア の 長年 の

蓄積 さ れ た データ の 入 手方法 と，GEWEX −Hydr 〔｝logy

（水文過程＝水循環） と の 関わ りが 大 き な 話題 と な っ

た．

　30年，あ る い は そ れ 以 上 に わ た る ロ シ ア （ソ連 ） に

よ る北極観測 データ，その 充実度 は他 に な い ．こ れ無

く し て 北極気候研究は語れ な い ，ACSYS と い っ て ，

ち ょ こ っ と 1〜 2年観測 した位 で は と うて い 得 ら れ な

い ，長年 に わ た っ て 蓄積 された貴重 なデ
ー

タなの で あ

る．気象 データ は WMO を通 じ既 に世界中の データ が

集 まっ て お り，北極域 に っ い て の 高層気象観測 デ ー
タ

は NSIDC （World 　Data　Center　for　Snow 　 and 　Ice，

NOAA −Univ．　Colorado　CIRES ）で CD −ROM に編集

さ れ て い る．海洋デ
ー

タ は も と も と各 国 の 軍事機密 に

属 す る とい う性格 も あ り ， 制限が あ っ て，な か な か 公

開 されない ．WCRP と し て ロ シ ア の 大臣等有力な筋 に

手 紙を 出 し 働 きか け る と い っ た 手続 き を取 る こ と に

な っ た．海氷データ は幸い 「気象データ」 との 位 置づ

け で，特 に 制限 は な く，NSIDC で データベ ー
ス 化 の 作

業が行わ れ て い る との こ と　（GDSIDB ・＝ Global　 Digi −

tal　Sea　Ice　Data　Bank ；R，　 Barry （：コロ ラ ド大））、

水 文データ （河川流量） もまだ 入手公 開 で き る 見通 し

が つ い て い な い も の で あ る．現在 は制 限 は な い とい わ
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れ る が ，現実 に は 報告書 の 形 で し か 存在 せ ず ，膨 大 な

量 の報告書を集め デ ィ ジタル 化 の 作業 を い か に やるか

が 問題 と い う こ とで あ っ た （Vuglinsky，ロ シ ア国家水

文研）．日本の GAME 関連 で もロ シ ア と共 同で水文

データの 入手 に 努め る，カ ナ ダで も GEWEX 関連 で

そ の努力を進 め て い る こ と （Lawford （カ ナダ，水文

研）が こ の 会合の 後そ の 目的で St．　Petersburgの 国家

水文局 を訪問す る） が 紹介 さ れ た．そ の 他 ，既 に デー

タ ベ ース作成の作業に 入 っ て い る プ ロ ジ ェ ク トが い く

つ か 紹介 さ れ た が ，い ず れ も ロ シ ア と ど こ か ，あ る い

は国際共同研究と して ， か つ 財政的支援が保証 され て

い る もの で あ っ た （AARI ／ERIM 北極海 データ ベ ー

ス ， 漂流海氷基地放射観測デ
ー

タベ ー
ス 等）．い ずれ に

し て も，こ れ ら の データベ ース 作 りが ACSYS 計画 の

中 で 非常 に 大 き な比 重 を 占 め て い る．

　水文過程 （水循環） も最 も議論が集 中 した課題 の 1

つ だ ろ う．会議中も様々 な こ れ ま で の 成果 が 議論 さ れ

たが，まだデ
ー

タが 不足，精度 も不足 で ， 大 き な 不確

か さ を残す部分 で あ る．大気中 の 水蒸気，降水
一

蒸発，

河 川 か らの 流入 ，こ れ らが 淡水 と して 北極海に 入 り ，

海氷 の 生成 に 寄与 す る． こ の 海氷 は や が て ，ス バ ール

バ ル と グ リーン ラ ン ドの 間 の プ ラ ム 海峡 を通 じ大西洋

に 流出す る，逆 に 温 か い 海水が下層か ら北極海 に流入

す る，と い うの が大 き な筋書 きで あ る．ACSYS の 中

心課題 だが ，こ の 淡水供給に関わ る部分 ，
こ の水文過

程が鍵 と な っ て い る，

　 ロ シ ア の デ ータ の収集 も こ の
一
環で も あ る が ， 他に

モ デ リン グ の 問題 降水 （雪）観測 の 問題が あ る．降

雪量 の 測定 は未 だ雪量計 が 確立 した 技術 に な っ て お ら

ず，風速に よ る補正 （補捉率が変わ る）も不確か で あ

る．こ れ らの 点 を議論 す べ く，専門家会議を，GEWEX

関連専門家と共 同で も つ こ と に な っ た．

　 こ う い う問題 意 識 か ら，同 じ く水 文 過程 を 扱 う

GEWEX との 関連 が 議論 さ れ た．　 GEWEX と し て は

北極域そ の もの を対象 と して は い な い が，北極域 に 接

す る シ ベ リア や カ ナ ダ の 地域計画が あげ られ て い る，

日本を中心 とす る GAME （GEWEX 　As ｛a　Monsoon

Experiment）が 大畑 よ り紹介 さ れ，こ れ まで 最 も未知

と さ れ て い る シ ベ リア 側 か らの ，特 に レ ナ 川 流 域 か ら

の 北極海 へ の 流出現象 の 詳細 が 提供 さ れ る もの と期待

が 寄 せ ら れ た．同 じ く カ ナ ダ側 か ら は，Lawford 　が

MAGS （Mackenzie 　GEWEX 　Study）計画 を紹介し

た．組織的な観測計画 データ収集計画が示 され，ア

メ リカ 大陸側 は相 当部 分 の 領域の水収支が把握さ れ そ

う で あ る．

　モ デ リ ン グ は ACSYS の 中心課題 と し て 位置づ け

られ て い る．1993年 12月 に 行わ れ た WCRP 　sea 　ice／

ocean 　modelling ワーク シ ョ ッ プ の報告が P．　Lemke

よ りあ っ た ．海氷 モ デ ル （熱力学 モ デル ／力学 モ デル ），

海氷一海洋結合 モ デル
，
GCM ，1 次元 プ ロ セ ス モ デ ル

な ど に 分類 さ れ，各々 を担当す る少数か ら な る　sea
−

ice　ocean 　modelling 　pane1 を作 っ て 今後検討 を進め

る．水文過程 の モ デ リ ン グ に つ い て は ， GEWEX と共

同 で 専門家会議を開 く．

　気象客観解析データ の再解析が ECMWF お よ び

NMC 共 に 計画 され て お り，前者は 1995年中に 完了 の

予定．さ ら に ，
ACSYS 関連の データ が 提供 さ れ れ ば，

検証 が で き る し，さ ら に 再解析 もな され る だ ろ う と，

H ．Cattle （イ ギ リス 気象局） よ り報 告 が あ っ た．

　観測計画に つ い て は 1ACSYS そ の もの と して 位置

づ け られ た 観測計画 が ど れ だ け あ る の か疑問だ が ，各

国， 各国際共同計画 で 関連 あ る もの を位 置 づ け た ほ か ，

最 も ACSYS を標傍し て い る上向き ソ ナ ー，観測船計

画 等が 示 さ れ た．上 向 き ソ ナ ー
　（upward 　looking

SQnar ） は，海 中 に 係留 して 上向 きに 音波 を発信 し上

（水面 ） に あ る氷の 厚さ を計ろ う と い う も の で あ る．

WCRP 　Arctic　lce　Thickness　Projectとして ，既 に こ

こ 数年 に わ た っ て 観測が 続 け ら れ て お り，現在 ノ ル

ウ ェ
ーを中心 に 19か 所 が維持 さ れ て い る．今後 さ ら に

増強す る必要 が あ る と，T ．　Vinje（ノ ル ウ ェ
ー極地研 ）

よ り報告 され た．

　 観測船 の 航海計画 は E．Augsteinよ り報告 され た．

砕氷船 と し て は カ ナ ダ Louis　 S．　 Laurent， ドイ ツ

Polarstern1ロ シ ア Akademie 　Fedrov
，

ス ウ ェ
ー

デ ン

Oden ，ア メ リ カ Polar　Sea／Starが あ り，い ずれ も1995

年 ，1996年北極海 の 航海 を 予定 し て い る が ，ま だ 予 算

的裏付 け が 得 られ て い な い もの が 多 い ．なお ，1996年

は Polarsternと Oden が 共同 で ACSYS 航海 の 予定，

その 他，砕 氷船で はない が，ノ ル ウェ
ー Lance お よ び

ロ シ ア の 何隻 か の 船 が可能性 が ある．1994年 はバ レ ン

ツ海で ノ ル ウ ェ
ー一 ロ シ ア の ， ラ プ テ フ 海で ド イ ツ

ー
ロ シ ア の 共 同航海観測 が 行 わ れ た．

　 そ の 他の ACSYS に 関連 す る 観測計画 と し て は 次

の もの が 示 さ れ た．最大規模の も の が SHEBA （Inter−

national 　Surface　Heat 　Budget　of 　the　Arctic　Ocean

Study ：NSF ）で ， 海氷上 に基地 を設け ，
1997年〜1998

年 の 16か 月 に わ た り雲，放射，熱 フ ラ ッ ク ス，氷，そ

の他の観測を行う予定で
， 代表 の J．Curry （コ ロ ラ ド
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大 ） か ら紹介 さ れ た，同 じ場所 を 中心 に ，1997年始 め

の 4 か 月間，FIRE　III（Arctic　FIRE ＝First　lnterna−

tional　Radiation　Experiment−III） と し て ，衛星 や 航

空機 を主 に，雲，放射 ， 境界層 ， 大気化学の集中観測

が NASA 主体 で 計画 さ れ て い る．ア ラ ス カ ，バ ロ
ー

付近 で は ，ア メ リ カ
，

エ ネ ル ギー省に よ る大気放射観

測計画 （ARM ）も 10年 の 予定で 始 め られ る，非常 に 活

発 な フ ィ
ー

ル ド計画 が集中して 行わ れ る様だ が ，
こ れ

らは い ず れ も ， ア ラ ス カーカ ナ ダ北側 の Beaufort 海

付近で あ り，効率的 で は あ る が ，領域 の 片寄 りが 指摘

され た．カ ナ ダの BASE 　 （Beaufort　 Sea　 Storm

Experiment）も大気変質実験観測 で あ る が，同 じ地 域

を対象に し て お り ，
1994年日本 も参加し て実施さ れ，

さ ら に 1997年の観測 が 計画 さ れ て い る．

　 海洋 関係 の 計 画 で は ，
Greenland　Sea　Project が

ヨ ーロ ッ パ を 中心 に 1987か ら 1993年 に か け て 実施 さ

れ ，1995年 3 月 に 成果報 告 の シ ン ポ ジ ウ ム 　
“Nordic

Seas
”
が開か れ る （J．　Meincke （ハ ン ブ ル グ大学）報

告）．International　Trans −Arctic　Sectionとい う こ と

で 北極海 の 断面観測 が 行 わ れ た 結 果 が E．Carmack

（カ ナ ダ海洋研）か ら紹介 され た ．35の海氷漂流ブ イ が

現在展開 さ れ て い る International　Arctic　Buoy　Pro ・

gram が R．　Colony（ワ シ ン ト ン 大学） か ら紹介 さ れ

た．

　 ロ シ ア か らは G．Alekseev （ロ シ ア北極南極研究所）

に よ り International　Cloudiness　Aerosol　Radiation

Projectが 紹介 さ れ た．問題 と な っ て い る 北極域 の 雲

量分 布 に つ い て，従来か らの データ を解析 し な お す と

共 に ，以 前行 わ れ て い た 航 空 機観測 を再開 し さ ら に 地

上観測 を も充実 させ ようとい う案だが，ま だ外国 か ら

の 参加 が 不明 で，資金的援助が無い か ぎ り浮 上 し そ う

に な い 旧 本に もラ ブ コ ール が 寄 せ られて い るが ？）．

極地研北極 セ ン ターを中心 に した 日本の活動 も紹介 し

た （山内〉．「北極圏地 球環境共 同研究」 と銘打 っ た 学

際的 な 計画 だ が ，ス バ ー
ル バ ル で の 雲 ・降水観測，グ

リ
ー

ン ラ ン ド海 で の 海洋観測 な ど ACSYS 的 な 方向

も含ん で い る．前者 は ノ ル ウ ェ
ー

J ドイ ツ の 　BSRN

（Baseline　of 　Surface　Radiation　Netwc ｝rk ）と共 に 雲，

放射 ， 降水の観測 と し て 発展さ せ ACSYS に さ ら に寄

与 し得 る も の で あ る．1995年度以降 の 「国際共同研究

北極 圏環境観測」 は，元 々 IASC （国 際北極科学委 員

会） の 唱 え る課題 を 重点に 構想さ れ た も の だ が ，気候

的 な も の も多数あ り，シ ベ リア に お け る GAME と の

整合 も含 め ，今後 ，
ACSYS を も視野に 入 れ た実行計

画作 りが 必 要で あ ろ う．

　 北極研究 とい う こ とで は IASC との 関連 も重要 で あ

り，幹事役 で あ る WCRP 　Joint　Planning　Staffの V ．

Savtchenko　か ら状 況 が 報 告 され た．　 IASC 　で は

Global　Change　in　the　Arctic と い う計 画 が関係深 く，

北極気候 の 課題 も取 り上 げ られ て い たが，最近 に な っ

て 「人間活動 の イ ン パ ク ト，あ る い は グ ロ ーバ ル チ ェ

ン ジ の 生物 へ の イ ン パ ク ト」 とい っ た分野 に 重点 が お

か れ る方向 に あ り，もっ と WCRP と して 活動 すべ き

分野 が あ り そ う だ と の こ と．こ れ は南極 に っ い て も同

様で ，GLOCHANT （G］obal 　Change　and 　the　Antarc−

tic）と い う SCAR （南極研究科学委員会）に よ る計画

も最近 「氷床 の 質量収支 と古気候」の 分野 に 限定され

る方向 で あ り，WCRP ／CLIVAR も海氷 は タ ーゲ ッ ト

に い れ て い ない ．もっ と WCRP と して 検討 の 余地があ

り得 る．特 に 南極域 を カ バ ー
す る 計画 が 無 い 以上，今

は ACSYS が 面 倒を み る 必 要 が あ る と い う こ と も あ

り，南極 ブイ計画 と海氷厚観測計画 の 状況 が 紹介 され

た．

　 リ モ ー ト セ ン シ ン グ に つ い て は，NASA 　（R ．

Thomas ），　 ESA 　 （J．　 Johanesson），　 CANADA ．

RADASAT （R ．　Lawford ），　NASDA （山内） の 紹介

が あ っ た ．NASA の 紹介を除 く と皆，新 し い 衛 星 観測

セ ン サ の 紹介 で あ D，それ は もう分 か っ た か ら，そ の

先 ， ど の よ うに北極気候研究に役立 つ データ セ ッ トが

作ら れ る か を明 ら か に して 欲 しい ， と の 要望 が 出 さ れ

た ．逆 に 衛星側 と し て は ，
ど う い う データ セ ッ トが本

当に は必要か の 要望が 明確で は な い との 声 もあ り，リ

モ
ー

トセ ン シ ン グ の 作業委員会を作 っ て 整合さ せ る努

力 を す る こ とに な っ た （E．Ledrew （カ ナ ダ））．

　 そ の 他，全体 と し て ，International　ACSYS 　Project

Officeの 設置 （ノ ル ウ ェ
ー極地研究所が当面場所 と資

金 を提供，所長を選考中），データ取 り扱い ，SSG メ

ン バ ー
の 改選 （J，Walsh に 替 わ っ て R ．　 Lawford），

次 回会合 （1995年 ユ0月 11日か ら 14口，カ ナ ダ， トロ ン

トが 有力），ロ ゴ マ
ーク に つ い て 審議 さ れ た ．さ ら に

WCRP 　 JSC よ り，傘下 の 各計画が もっ と 「人為的な

影響 に よ る気候の 変化」 に 焦点を あ て る よ う求め ら れ

て い る こ とが 報告 され，海氷変動や，極域特有 の 雲 の

放射効果 に 対 す る大気中硫 黄成分 の 働 き な ど，種々 関

連 が 強 い こ と を 説明 す る こ と に な っ た．

　初 日は WCRP 　Joint　Planning　Staffの 元代表 P．

Merel か ら 随時含蓄 に 富 む コ メ ン トを 受 け，2 凵 目以

降新 し く代表 と な っ た H ．Grasslか ら は適切な，か な
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り本質 的 な 意見 が 述 べ ら れ る こ と が 多 々 あ り， Savt−

chenko の 博学 な 助言 と共 に ，大 い に 感 心 し た次第．

ACSYS −一
色 の 缶 詰 生 活 の 1 週 間余 で あ っ た が ，

ACSYS コ ミ ュ ニ テ ィ
ーに 日本 の 活動 を紹介で き た こ

と ， ACSYS の 現況 を，そして と り ま く国際的環境 を

知 り え た こ と な ど，得る と こ ろ の 多 い 会議 で あ っ た ．

今後，国内で も ACSYS を指向し た グル ープ作 りの 必

要性 を感じ た （口本学術会議 WCRP 専 門委員会 の 下，

ACSYS 小委員会 が 組織さ れ る こ と に な っ た）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山内　恭）

＄File
日本雪氷学会全 国大会 に おける特 別 セ ッ シ ョ ン の お知 らせ

　来 る ID月 24日 か ら26日 に か け て開か れ る日本雪氷学

会 全国大会 に お い て ， 極地雪氷分科会 の 主催で 下記 の

特別 セ ッ シ ョ ン 「極地雪氷 コ ア 解析結果 の 解釈に向け

て 」 を開催 い た し ま す． こ れ ま で の 大気 や 雪氷 の 研究

成果 を踏 まえて，今後の 「氷床 ドーム 深層コ ア解析結

果 の 解釈を 拡充 す る プ ロ セ ス 研究」 と して 何 が あ る の

か を議論す る 場 を設 け ま した，深 層 コ ア解析の 学際性

に 配慮 し，雪氷学会員以 外の 方 の 招待講演 も予定さ れ

て お りま す の で ， 多数 の 方 の ご参加を お 待 ち して お り

ます．

　本件に関する お 問 い 合わ せ は ：

　　世話役　長田　和雄

　　 〒 464−01 名古屋市千種区不老町

　　　　　 名古屋大学 太陽地球環境研究所東 山分室

　　　　　 Te1 ：052−789−43 5，　 Fax ：052−789−4306

　　　　　 e
−mail ：osada ＠ stelab ．nagoya −

u ．ac ．jp

特別 セ ッ シ ョ ン

　「極地雪氷 コ ア解析結果の 解釈 に向けて」

日時 ： 1995年 10月 24H （火） 13 ：30〜17：0 

場所 ：名古屋大学　シ ン ポジ オ ン

招待講演 ：

R ．Koerner　「Ice　Core　Interpretation： Aperspec −

　　 　　　　　 tive」

青木　周司

植松　光夫

林 　　政彦

本堂　武夫

庄子　　仁

「ア イ ス コ ア と大気微 量 成分」

「南極域 に お け る 大気 中 エ ア ロ ゾル の 起

源 と 変動」

「極域 エ ア ロ ゾル は ど こか ら き て ど こ へ

ゆ くの か」

「氷床 コ ア の 物理解析が もた らす新 た な

情報」

「南極 ドーム F に お け る積雪 の 圧密過程

の 研究 の 重要性」

他 ，
3 件を 予定
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