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　 1．は じ め に

　 1996年 6 月17〜21日 ， 米国ワ シ ン トン D．C．の 全米科

学ア カ デ ミーに て 「全球 エ ネ ル ギー ・水循環 に 関す る

第 2 回国際会議」が 開催 さ れ た ．こ の 会議は ，WCRP

の 大き な副計画 と し て の GEWEX 　（Global　 Energy

and 　Water　Cycle　Experiment）が正式 に開始 され て

5 年以上 た っ た現時点で ， GEWEX に関連す る研究・

観測 の プ ロ ジ ェ ク トの 成果 を出 し合 い ，さ らに 中間評

価を しよう とい う WCRP 　JSC （Joint　Steering　Com ・

mittee ）の 意 図 に も とつ く， 大 き な，節目 と な る会議 で

あ っ た ．参加登録者数は約350人 と い う大規模 な会議で

あ っ た が
， 場所柄ア メ リカ 在住の研究者が 圧倒的に多

か っ た ，下記 の 報告 に も あ る よ うに ， こ れ は GCIP

（GEWEX 　Continentaレscale 　International　Project；

ミ シ シ ッ ピ河流域で の エ ネル ギー・水循環過 程の 大規

模 な 実験計画 ．NOAA が中心 とな っ て進め て い る，）

の 報告会か と い う印象 も与え か ね な い ほ ど，GCIP 関

連 の 研究発表 が 多 か っ たが，こ れ は もち ろん，GCIP が

成果を出して い るとい うア ピール で もあ っ た．しか し，
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衛星 データ に も と つ くグ ロ ーバ ル な観測 の 成果 も多 く

提 出さ れ て お り， GEWEX の現時点で の成果報告会 に

ふ さ わ しい 内容 で あ っ た．セ ッ シ ョ ン と それぞれ の ボ

ス タ
ー発表数 （カ ッ コ 内）は以下の通 りで ある．

A

B

FIQod　and 　Drought 　Prediction

A − 1．Flood　and 　Drought　Prediction（12）

A − 2．Global　 Modeling 　 of 　 Coupled　 Land−

　　　　 Atmosphere 　System （20）

Regional　Water　Resources　and 　Climate

B − 1．Uses　 of 　 Climate　 Information　for

　　　　 Managing　Water　Resources （19）

B − 2 ．Determining 　 Continental− Scale

　　　　 Budgets，　Runoffs，　Precipitation　and

　　　　 Land 　Surfaces　Characteristics　（80）

　 C ．Cloud，　Water　Vapor，　Aerosols　and 　Precipita−

　 　 　 tiOn　InteraCtiOnS

　　　 C − LCIoud ，　 Water　 Vapor，　 Aerosols　 and

　　　　　　　 PreciPitation　Interactions（22）

　　　 C − 2．Measurement 　 and 　 Modeling　 of　 the

　　　 　　　　 Cloud　 Radiative　 Elements　 Contri−

　　　　　　　 buting　to　Climate　Variatien （44）

　 D ．Water　and 　Carbon　Cycle　Connection〔28）

　 E ．Ocean −Atmosphere −lce　Exchanges （33）

　 日本か らは ， 当初 20人近 い 参加を予定 を して い たが，

か な り の 数 の キ ャ ン セ ル が 生 じ た ． こ れ に っ い て ，

GEWEX 　Project　Officeの directorで ある P，　Try氏

か らなぜ か とや や 残念 そ う に 聞か れ た が，ち ょ う ど

GAME （GEWEX ア ジ ア モ ン ス
ー

ン エ ネ ル ギ ー・水循

環観 測研究計画） の観測 開始 の 時期 に あた り，都合が

っ か な い 人 が 増え た か ら で あ る と ， わ た し は答え て お

い た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

　以下 の 報告は，若手研究者の率直な感想 ， 印象を中

心 に 書い て い た だ い た もの で ある．各節の タイ トル は，
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内容 を象徴 させ て 私 が 勝手 に つ けた もの で ，各著者 の

責任 で はな い ．ダブ っ た 内容の報告 も あ る が ，そ れ は

そ れ で，こ の 会議で の ハ イ ラ イ ト をか え っ て 浮 き彫 り

に す る の で
， 敢え て そ の ま ま，掲載 し て い る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （安成哲三 ）

　 2 ．NOAA ／GCIP の 意気込み

　い く つ か の好運が 重 な り， 今回 の 会議に参加す る機

会を得る こ とが で き た．筆者は 水文学をバ ッ ク グ ラ ウ

ン ドと して お り ， 特に メ ソ ス ケール 大気 モ デ ル とマ ク

ロ ス ケ
ー

ル 水文 モ デ ル の カ ッ プ リ ン グに 興味 を抱 い て

参加 し た の で，そ の 辺 り を 中心 と し た感想 を述べ た い

と思 う．

　毎 日，午前 中 は Keynote あ る い は Invitedの 講演 が

行な わ れたが，全分野 に お い て，現 在まで の成果 と問

題点が 分か りや す く発表さ れ，自分が得意 とす る分野

に お い て は ， 我々 が問題 と して い る こ とと世界の最先

端で問題 と して い る こ と と が変わ ら な い こ とが 発見で

き勇気づ け られ た り， こ れ ま で専門外 と し て い た分野 ，

例 えば 放射や炭素循環 に 関 して は，分 か りやす い 全

体像が得られ貴重 な勉強 と な っ た ．

　午後 は ポ ス タ ーセ ッ シ ョ ン で あ っ た が ，筆者が専門

と す る 分 野 は，初 日の セ ッ シ ョ ン A と 2 日 目の セ ッ

シ ョ ン B に 多 く見 られ た ．特 に セ ッ シ ョ ン B −2 に は ，

他 の セ ッ シ ョ ン の 数倍 に あ た る 80件の 発表予定 が あ

り， GEWEX の 最大 の テ
ーマ の

一
つ が こ こ であ る こ と

が ひ しひ し と感 じられ た ．注 目を して い た メ ソ ス ケ ー

ル 大気 モ デ ル と マ ク ロ ス ケール 水文モ デ ル の カ ッ プ リ

ン グ に 関 し て は ，NCEP （National　Center　for　Envi−

ronmental 　 Prediction，旧 NMC ）の Eta　（NMC

Mesoscale　Model ）モ デル を中心 と し た 発表が 数多 く

あ D ， そ れ ぞ れ が 各 コ ン ポ ーネ ン ト に 関し て い ろ い ろ

な数値実験 を行な っ て お り ， 見切れ な い ほ ど で あっ た ，

こ の 点 に お い て は，日本 は 大 き く遅れ て い る と い う印

象 を持 っ た．な ぜ な らば ， 筆者 が 参加 し た 国内 の

GAME に関す るい くつ か の会議で は，必ずメ ソ ス ケ
ー

ル 大気 モ デ ル とマ ク ロ ス ケ ール 水文 モ デ ル の カ ッ プ リ

ン グが 重 要な話題の 一
つ に な る も の の ，実際の研究 は

な か な か 進 んで い な い か らで あ る． こ れ は ， ア メ リカ

で は現業機関 （NOAA ）が強 く関わ っ て い る こ と が 大

き な 要 因 で あ る と の 印象 を もっ た ．た だ し，Eta モ デ ル

は多か っ た が ， MM5 （Mesoscale　Model 　5）や RAMS

（Regional　Atmospheric　Modeling　System）を用 い た

研 究 は 比 較 的少数 で あ っ た ．ま た ，PILPS （Project 　for

Intercomparison　o
’
f　Land −Surface　Parameterization

Schemes ）な どの よ う に ， 領域気候 モ デ ル 同士 の比 較

を しよう とい う プ ロ ジ ェ ク トを打 ち上 げて い た Iowa

State　Universityの グ ル
ープ が あ っ た ．ほ と ん ど注 目

を集め て い な か っ たが，本当 に や るの で あろ うか ？

　筆 者 は こ れ か ら 微 力 な が ら，熱 帯 を 中心 と し て

GAME に 関わ っ て い く こ と に な る が ， ア メ リ カ の

GCIP を中心 と す る GEWEX 全 体の パ ワ ーを感 じ ら

れ た こ とは貴重 な体験 で あ っ た．特に ， 水文 の 立場 か

らは，もはや純 粋な水文 とい う もの はあ りえず ， 気 象

と の融合が 非常 に 重要か つ 不 可 欠で ある と の 印象 を

も っ た ．次回 は，日本で 開催 さ れ る 可能性 も高い そ う

だが，その ときは，今回 の ア メ リカ の 研究者の 発表 以

上 の 質 と量 を も っ て 開催 で き る こ と を 願 っ て筆 を お き

た い と思 う．　　　　　　　　　　　　 （鼎信次郎）

　 3．チ ベ ッ トか ら見た （？）GEWEX

　は じ め て 自分 の 研究 （チベ ッ ト関連）を，中国以外

で 開催さ れ る国際会議で 発表す る の で ， 中国の研究者

以外の 人 か らどの様 な反応が有 り，コ メ ン トが貰 え る

か ， か な り期待 し て ワ シ ン ト ン に降 り立 っ た．

　だ が，ア ブ ス トラ ク ト集を貰 い ，タイ トル を眺 め て

い る と ， 「あれ ， ぜ ん ぜ ん Internationalじ ゃ な い な あ」

と思 う くらい ロ
ーカ ル なタイ トル ，つ まり GCIP 関運

の タ イ トル が 目白押 し で あ っ た ．自分 の 発表 に 興 味を

持 っ て くれ るか な，と少 々不安 に な っ た．

　本報告で は，自分 の 研究 に 役立ち そ うに 思 われた発

表 を中心に述べ て ゆ く，

　初 日 の 午前中 に ，Bettsは FIFE （First　 ISLSCP

Field　Experiment）　 と BOREAS 　（Boreal 　 Forest

Atmospheric　Process　Study）の 観測成果 と，それ ら

を GCM （Global　Climate　Mode1 ）の パ ラ メ タ リゼ ー

シ ョ ン の 改善に適用 し た 結果を報告 し た 。ま た ， 季節

変化 ス ケール で は，地表面温度よ りも地中温度 の メ モ

リ効果が重要で ある事を前述の現場観測の データ か ら

示 し，土壌水分量 が ，境界層 の 日変化 と それ の 季節に

よ る違 い に与え る 影響を ，
FIFE の 事例 を用 い て 解説

し た．彼 の 主張 は，非常 に 明解で，現場 屋 に と っ て は

刺激的な もの で あ っ た．

　 セ ッ シ ョ ン A で ，Xie　and 　Arkin （NOAA ）　 ｝ま，地

上 の 雨量計 データ ，衛星 に よ る IR ，　 OLR （外向 き長波

放射），
マ イ ク ロ 波 （MSU ，

　 SSM ／1 ：Special　Sensor

Microware／1mager ＞ を用 い て 作成 した月平均降水量

の グ U 一バ ル データ セ ッ ト に 関す る発表を 行 っ た ．チ

34 “

天気
”44． 3．
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ベ ッ ト周 辺で は地上 の降水観測点は少な い の で ， 彼ら

の データ セ ッ トで も精度は低 い の で な い か と質問し て

み る と ， や は り少々 悪 い 様だ との 返事 で あ っ た ，ま た ，

地上観測 が 少 な い だ け で な く ， 衛星 の デ ータ の 精度 ・

時間間隔 も問題 で あ る と述 べ て い た．しか し， 全球で

見れば ， これ まで の 降水 の グ ロ ーバ ル データセ ッ ト よ

りも精度は良さそ うな の で ， 年々変動の 解析に は使え

そ うに 思 え た ．

　 セ ッ シ ョ ン B で ，
Basist は ，

　SSM ／1の デ
ー

タ を利 用

し て，米国 の 月平均 の 日最高気温 ， 地表面の wetness ，

積雪面積の 推定を行 っ た．日最高気温が推定で き る の

は お もし ろ い と思 っ た が，そ の 推定の 手順 に い ま い ち

理解 に 苦 しむ経験的な関数が含 ま れ て お り，「ほ ん まか

い な 」 が 正 直な感想で あ っ た．

　 Classens　 and 　 Ramirez は ，
　 comple 皿 entary 　 rela−

tionship を用 い て ，米 国 の 月平均 蒸発散量 の 推定 を

行 っ た ．彼 ら の 結果 は，流域水収支法 と比 較して ， か

な り良 い 精度で推定で き て い る が ，Penman 式中 で 必

要な 正 味放射量 の 推定法 に問題 が あ る様に思わ れ た ．

しか し ， 多少の問題は あっ て も ， こ の 手法 は利用価値

が ある と思 っ た．

　 遠藤・上野・安成は，チベ ッ ト高原 で の 地表面 フ ラ ッ

ク ス の 日変化 の 季節 に よる 違 い と混合層 ・ 積雲対流 の

発達へ の影響 を報告した が ，興味 を持 っ た人 は在米の

中国の研究者ばか りで あ っ た．や は り ， ア メ リカ で は

ア ジ ア は遠 い 存在な の か し ら，と思 っ て しま っ た．

　 セ ッ シ ョ ン C で ，Berg　and 　Stullは ， 晴天 日 に境界

層上 端付近 に 形 成 さ れ る 積雲 の 発 生 を Joint　 Fre・

quency　Distributionを用 い て 予測 す る モ デ ル の 開発

を報告し た ．彼 ら の モ デ ル は ，ま だ 開発中で ，実測 と

の バ イア ス もか な り大 き い が ， 今後の観測データ の蓄

積 に よ っ て改善 さ れ て ゆ く だ ろ う （発 表者 は ，翌 日か

らオ ク ラ ホ マ まで観測 に行 っ て し ま っ た ），

　 バ ン ケ ッ トの 際 に WCRP 事務局 長 の Grass1が ス

ピー
チ で 「農夫 は

， 空 か ら何 mm 雨が降る か を気に し

な い ．穀物の た め に 土 が どれ だ け 湿 っ て い るか を気 に

す る 」と述べ て い た こ と が ，妙に印象に残 っ た ，ま た ，

彼 は GAMEITibet に は ， 非常に期待 し て い る と の 事

で ， 「お も し ろ い 結果だ す べ 」と 思 っ た．初 め て 米 国 で

の会議 に 参加 して ， 発表の面で は大失敗で あっ た が ，

Bettsと直接議論 し た り し て 得 た も の も多 い 会 議 で

あ っ た．

　今回 の 会議参加 に対して ，日本気象学会国際学術交

流委員会 か ら旅費 の 援助 を い ただ い た．　 （遠藤伸彦〉

　 4．新しい デ
ー

タセ ッ トの 必要性 と重要性

　 今回，欧米 の 参加 者が圧倒的に多 い 国際会議 に 初め

て 参加 し，定期的 に行われ る国内の 学会や か つ て 出席

した ア ジ ア で の会議 と は か な り異 な る印象 を受 けた の

で ，その カ ル チ ャ
ーシ ョ ッ ク を中心に報告 し た い ．ま

ず，本会議で は，戦略 的 な 研 究，宣伝 の よ うな発表が

多い と感 じた．以前，研究の性格 に は 2 種類あ り，ひ

と つ は 最初 か ら 目的，最終ゴ ール が は っ き り し て い る

もの ， 他方は まずデー
タをと っ て （集 めて），そ こか ら

何が 言 え るか を見 出 しま と め る も の で あ る とい う こ と

を聞 い た こ とが あ るが ，本会議の発表 は前者の もの が

圧 倒 的 に 多か っ た ．プ ロ ジ ェ ク トの 会 議 で あ り，

GEWEX が Observation，　Models，　Products を中心課

題 と掲 げて い る性格上 当然 の こ と か もしれ な い の だ

が ， 技術的な面を追求 し た もの が 多 く，そ の ス キ
ーム

や 出来 たデータセ ッ トの 宣伝の 発表が 目立 っ た．デー

タ解析 を行 っ て きた者 として は， 自然現象そ の もの を

扱 っ た研究 に 特 に 興 味が あ る の だが ， こ の 現象 こ の

関係が 面 白い とか，今 あるデータか ら何が 言え る の か ，

そ して そ の情報を次 の 観測 に生か す に は ど うし た ら よ

い か ，とい っ た研究発表が少な い の が残念で あっ た ．

　 し か し ， 解析研究を し よ うに も整 っ た デ
ー

タは不可

欠 で あ る．ア メ リカ で は GPCP （Globa1　Precipitation

Climatology　Project），
　 ISLSCP （Int’l　Satellite　Land

Surface　 Climatology　 Project），　 GVaP 　（GEWEX

Water　Vapor　Project）に関連 し て デー
タセ ッ トを作

成す る た め の ア ル ゴ リズ ム 開発 が ，日本 よ りか な り積

極的 に な さ れ て い る，例 え ば Xie と Arkin 　（NCEP ／

NOAA ），　 Gruber （NOAAINESDIS ），　 Adler，　 Huff−

man （NASA ） らは地上観測点，衛星，客観解析 モ デ

ル の output を組 み合わ せ て 全 球 の 降 水量 を見 積 もっ

て お り，Ferraro （NOAAINESDIS ）は SSM ／1か ら見

積 もられ る降水，降水頻度 ，積雪 ， 海氷 ， 雲水，曇 り

の 頻度 ，可降水量 の 抽出ア ル ゴ リ ズ ム に つ い て 報告 し

て い た．そ の他，TOVS 〔TIROS 　Operational　Vertical
Sounder） か ら見 積 も ら れ る対流圏上 層の 湿 度や，

TOVS と SSMII と radiosonde に よ っ て 得 ら れ た 水

蒸気量 を比較 す る研究な ども見ら れ た．親 し くな っ た

在米の研究者か ら は ，「日本 で は デ
ー

タを作 る こ と が 少

な い で すね．アル ゴ リズ ム 開発は ， 時間をか け て複雑

な こ と を考え て も ， 最初の簡単 な もの の 結果 と さ ほ ど

か わ らな い こ とが 多 く早 くや っ た もの 勝ち で す よ」 と

言 われ，そ の 時 は多少悔 しい 思 い を した が ，よ り精度

の よ い もの を追求 す る こ と も重要 な こ とで あ る し ， こ
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れ も，日米 の 研 究 と そ の発表に対す る 意識の違 い か も

し れ な い と感 じ て い る．

　最後 に，筆者 の 発 表に つ い て．筆者は ユ ーラ シ ア 大

陸内陸 の 水蒸気輸送場 と降水量 ， 循環場 の 変動 に つ い

て ， ECMWF （ヨ ーロ ッ パ 中期予報 セ ン タ
ー）客観解

析資料な どを使用 し て 解析的研究 を行 い ，セ ッ シ ョ ン

B − 1 で ポ ス タ
ー発表 した ．ア ジア か らの 参加者が少な

く残念で あ っ たが，GCIP に 関連 して，北米大陸の 内陸

へ の 水 蒸気 輸送 と降水 の 関係を扱 っ た研 究が数件あ

り，彼 ら と本研究 の 比較が出来た こ とが，はか らず も

非常 に 有益で あ っ た ．客観解析 デ ータ の 限 界 を 良 く

知 っ て お られ る方 か ら は，厳 し い コ メ ン ト も出たが，

主張点 を明確 に す る と理解 して もらう こ とが 出来，ま

た ECMWF の Hollingsworth氏 と議論 し資料請求 さ

れ た こ と は ，有意義で あ っ た．しか し，NMC ，　ECMWF

の再解析は 昨年 あた りか ら出来た ばか りで あ る の に も

う解析 さ れ て お り，古 い 客観解析データ で解析を行 っ

た もの は もう数少な く， さすが アメ リカ と感 じた次第

で あ る．

　 著者は ま だ 日本で もポ ス タ
ー

発 表 を し た こ と は な

か っ た の だ が ，ポ ス タ ー
発表 の 雰囲気 も日本 の 学会 と

は異な っ て い た．自分 の ポ ス タ
ー

の 前 に 立 っ て下 さ る

方 が あ る と，嬉 し くな り，「説明し ま し ょ うか ？」と話

し か け た の だが
， 「い や ， 結搆 ．ま ず 自分 が こ こ に 書 か

れ て い る こ と を読ん で ， 何か 聞き た い こ とがあ っ た ら

聞 く よ．」と い う答 え が何度か 返 っ て き た ．あ ま り興味

が ない か らな の か ， 私の 英語が下手だ か らな の か、と

も考え た が，それ は文化 の違 い か も しれ な い ．逆に こ

ち らが他の 人 の ポ ス タ
ーの前 に行 っ て も説明が始 まる

こ と は な く，「説明 して くだ さい ます か ？」と お 願 い し

た と こ ろ，変な顔 を さ れ た こ と が 1度な らずあ っ た ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（谷 田貝亜 紀代）

　 5 ．衛星か ら降水量 を出す努力

GEWEX は 陸面過程に 関わ る 研 究 が 主 流 で あ る と

い う先入観があ っ た の で参加す る の に少々 気遅 れ を感

じ た も の の ，
・
現在 ワ シ ン ト ン D ．C 郊 外 の NASA ／

GSFC （Goddard　Space　Flight　Center）に滞在中で何

と言 っ て も当地 で の 開催 とあ れ ば まあ GEWEX で 何

が話題 に な っ て い る か 見学 で も し よ う と い う軽 い 動機

で の参加で あ っ た ，

　私自身 は Tropical　 Rainfall　 Measuring 　 Mission

（TRMM ） に 関 係 す る研 究 を行 な っ て い る の で
，

GAME の 10P （集 中観測期 間）に 重 な る TRMM 衛星

の 観 測 は GEWEX に は大 い に 関 係 あ る と開 き直 り

precipitation の名の つ くセ ッ シ ョ ン C で 発表 した。し

か し衛星 に よ る 降水観測 関係 の よ く知 っ た 研究者の発

表，特 に 全 球 的な降水 の 話 は セ ッ シ ョ ン A の Global

Modeling　of　Coupled　Land −Atmosphere　System に

集ま っ て い た．陸面過程 に 関 して は他の 方々 が 報告す

る で あ ろ うか ら，セ ッ シ ョ ン A で 聞い た全球降水 デー

タ と水蒸気 デ
ー

タ に関す る発表に つ い て記す．

　異な る デ ータ ソース を組み合わ せ て 全球的 な降水分

布 を月単位で マ ッ ピ ン グす る研究 に はア メ リカ の 2 ，

3 の グル ープが しの ぎを削 っ て い る．Conferenceに は

Arkin と Xie （NOAA ）お よび Adlerら （GSFC ）の グ

ル ープ の発表 があ っ た．彼 らは ど ち ら も GPCP で 共同

研究関係 に あ っ て公式 GPCP データ セ ッ ト作成 に 携

わ っ て い る が，・一方 で コ ン バ イ ン の 仕方 に 独自の方法

を適用 して 各 々 に 研究 を進め て い る．入力データ と し

て 静止気象衛星の 可視赤外 ， 極軌道衛星 の マ イク ロ 波

放射計 （SSM ／1）， 地上雨量計 の デ ータ を 用 い
， 更 に ま

だ 公式版 GPCP に は採用 さ れ て い な い が 4 次元 同化

の 降水量 データを観測データ の 少 な い 高緯度で 用 い る

こ と も検討 し て い る．Xie ら は最近 ， 今 まで 高緯度では

使 え な い と さ れ て きた OLR デ ータ に つ い て ， 地点毎

の 平年値か ら の偏差 と降水量 の偏差が よ く相関 して い

る 事 実 を見 っ け 高緯度 に お い て も OLR の 情報を活 用

す るア ル ゴ リズ ム を 開発 し た ．偶然 か どうか ，両 グ ル
ー

プ とも全球 平均 の 降水量 の 季 節変化 の グ ラ フ を 示 し て

新 し く得 られ た 降水量 に は 共 通し て 季節変化 が極 め て

少 な い の に 比 べ て ，こ れ まで よ く引用 さ れ て き た 気候

値 とモ デ ル に は大 き な 季節変化が見 られ る と い う結果

を示 して い た。

　 水 蒸 気 に つ い て も GVaP で Vonder 　Haar ら の グ

ル ープ に よ っ て 同様の こ とが行 なわれ て い て 近頃そ の

5年間の 月平均値データ セ ッ トが で きた そ うで あ る，

面 白 い こ とに 彼 らも全球 お よ び半球平均の水蒸気の季

節変化の グ ラ フ を示 して い た．大気 中の 全水蒸気量 は ，

穏 や か な南半球の季節変化 に 対 し て 北半球 の 夏 に 見 ら

れ る ドラ ス テ ィ ッ クな増加 に 引 っ 張 られ て 若干北半球

の 夏 に 増 え る とい う季節変化 をす る．降水量が非常 に

フ ラ ッ トな 季 節変化 をす る の と比較 す る と面 白い ．

　 全球平均値 の変動解析はデータを持 つ 者 に しか出来

な い ，良い デ
ー

タさえあれば誰 で も解析は出来 るだ ろ

うが ，良 い データ が出来 る の を待 っ の で な く，良 い デ
ー

タ を自 ら作 っ て解析す る姿勢に は 今更 な が らに 感服 し

た ．こ の 手 の仕事 は や れ ば出来 る だ ろ う と は 思 っ て も ，
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多種 ， 大量の デー
タを扱う とな るとしん どい こ とは始

める前か ら容易に想像が つ い て ，つ い 個人営業的な研

究体制の 日本で は敬遠 さ れ が ち だ ろ う．そ れ に対 し て

必要，重要 と思 われ る こ と に プ ロ ジ ェ ク トをた て て 正

面か ら取 り組む や り方の良 さ を これ ら の 研究 に 見 る こ

と が で き る よう に 思 っ た ．　 　　 　　 　 （沖 　理子 ）

　 6 ．水蒸気 ・雲 ・流域水循環研究の 新しい 流れ

　 第 1 回 目 の GEWEX 会 議 （1994）が London の

Roya 正Academy で 開催 さ れ た の に 対抗 す る か の 様

に ， 第 2回 目は ア メ リカ合衆国の National　Academy

of　Scienceで 口 頭発 表が行 な わ れ た ．た だ し，口頭発

表 は限 られ た invited　speaker だ け で あ り， ほ ぼ全 て

の 発表 は別途設けられた ポ ス タ
ー会場で行なわ れた．

ポ ス ター発表で は ， タ イ トル もし くは 内容 を
一

瞥 し て

興味を引か な い 限 り，なか な か 知 らな い 人 同士 で議論

が 始 ま らな い もの で ある．もっ と も，個人 的 な こ とを

書 けば，今 回筆 者 が ポ ス ター前 に い な い 時 に IGPO

（International　GEWEX 　Project　Office）の P．　Twit−

chel 氏が眺 めて 興味を示 し， 「GEWEX 　News に記事

を書 か な い か 」 と後 日電話 して きて くれ た の で ，あな

が ち ポ ス タ ーだ か ら と い っ て み ん なが見て くれ な い わ

け で は な くて
， 単 に 筆者が怠慢で あま り真面 目に見て

回 らな い だ け か も知 れ な い ．以 下 に 特 に 印象 に残 っ た

発表 を 記 す ．

　 まず，occultation （星食），こ の場合は GPS （Global

Positiening　System ）衛星 が 地 球 に 掩 蔽 され る際 の 遅

延量 の 変化 を利用 して 大気中の 水蒸気含有量を推定す

る手法が JPLの 研究者 ら に よ っ て 紹介 さ れ て い て，筆

者は初め て知 っ た の で 面 白い と思 っ た ．こ の 手法は ，

GPS 信号 の遅延 だ け を利用 す る の に 比 べ て鉛直分解

能 が あ る 点 が特徴で あ ろ う．また，NCAR の 雲 モ デ ル

は GATE （GARP 　Atlantic　Tropical　Experiment ）及

び TOGA ／COARE の観測 データ で ドラ イブされ， 3

次元版 と 2 次元版 と で計算値 と観測値の統計量 が どの

程度対 応す る か を 示 し て い た ．な ぜ 3 次 元 版 が あ る の

に 2 次元版を わ ざわ ざや る の か ，と尋ね た際に 「誰 も

が 3 次元計算 を で き る わ け で は な い の で ，そ の 差 を示

し て どの 程度何 に つ い て な ら 2 次元で も大丈夫か を明

らか に す る た め で あ る 」と答 えた の が印象的 で あ っ た ．

NCEP の 再解析 の 結果 もい くつ か に 分 け て示 さ れ て

い た ．ま だ い ろ い ろ問題 は あ る よ う だが，こ れ を観測

値 と し て み な して 降水量 の年々 変動 な ど を調 べ た結果

も示 され て い た ．

　 GCIP で は ，
い つ の 間に か水資源 ， 洪水及び渇水の予

測 に 主眼が置 か れ て い る らしい ．日本の （数値 ）予報

課 に あ た る NCEP を傘下 に 置 く NOAA が 主 な ス ポ

ン サ ーだ と い うの で あ る か ら ， 社会 に密接す る実用的

な研究 に 力 が 入 る の は当然 とい え ば当然 か も知 れ な

い ．大早魃 と な っ た 1988年 と大洪水が生 じた 1993年 と

の 気象状況 の対比 に，解析 もシ ミ ュ レ
ーシ ョ ン も焦点

をあ て て い る研究が 目に つ い た ．Eta モ デ ル 　 （NMC

Mesoscale　Model＞で ミ シ シ ッ ピ川の大気水収支を推

定 した結果 は，流域貯留量 の 長期 変動 が 年変化 よ りも

大 き い こ とを示 して い た．た だ し，12〜13年間の 総水

蒸気収束量 と総河 川 流 出量 を 合 わ せ る た め に は 0．4

mm ／day とい う平均年流出量 と同定度の 修正 が 必要

で ある点を見 る と，グリ ッ ドを細か くすれ ば必ずし も

精度が 良 くな る と い うわ け で は な い 様だ．た だ し ， ゾ

ン デデータ と Eta モ デ ル の結果 と を比 較し て，季節変

化 を含めた詳細な誤差解析を して い た の に は舌 を巻 く

思 い で あ っ た ．GCIP 関連 の 水 資源関連 の 発表 は さ ら

に 空 間ス ケール が小 さ くな る の で 個人 的な好 み に は合

わ な か っ た ．水文研究者に と っ て は せ っ か くグ ル
ーバ

ル な視点 で 地域水循環 を考え る良い 機会 だ と思 うの だ

が，そ う思 う人 は あん ま り多 くな い ら し い ．少 し話を

聞い た と こ ろ に よ る と ， 指導教官がグ ロ ーバ ル に研究

を進 めた い と思 っ て も，学 生が そ うい う地 に 足 の つ か

な い 話 を や りた が ら な い と い う こ と も あ る ら し い ．日

米 を問わず，どう い う学生 が主流 を占め る か ， と い う

点 に 気 象 と水文 との ギ ャ ッ プ の 根 が あ るの か も知 れな

い と考 え た ．

　会議 を通 して は，日本 か ら の 発表 の キ ャ ン セ ル が多

く， そ の 他アジアや ヨ
ーロ ッ パ 各国 か ら も少な くて ア

メ リ カ 人 ばか り が 目立 っ た ，個人的に は現在滞在中の

NASA ／GSFC の 他 の 部所 の 人達 と仲 良 くなれ た の が

有益 で あ っ た ．　　　　　　　　　　　 （沖　大幹）

　 7 ，GPCP の 成果一全球降水量データー

　 GPCP で は， 1 か 月 ＊ 2 ．5度 グ リッ ドス ケ ール の 長

期全 球降水 量 データ セ ッ ト の 構築 を 目指 し て い る．

GPCP の 成 果 は 本会 議 の 各 セ ッ シ ョ ン で 横 断 的 に 発

表さ れ て お り， こ れ ら を ま と め て簡単に紹介 し た い ．

衛 星 を利 用 し た有効 な 降水量 推定 法 と して ， 1） IR−

based ：Arkin （1979），Negri　et　al ．（1984），Adler　and

Negri （1988）， 2 ） Micro　Wave （MW ）scattering
−

based ：Grody （1991），　 Weng 　et 　al ．（1994），　 Ferraro

and 　 Mark （1995）， 3 ）MW 　 emission −based ：Wi1一
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heit　et　al ．（1991），　 Spencer　et　al．（1989）が あ る．降

水量計データ として整備 された もの に は，陸上で は 4）

Global　Precipitation 　Climatology　Centre（GPCC ），

海上 で は 5） Atoll　gauge 　rainfall 　dataset　edited 　by

Morrissey　and 　Greene （1991）が あ り，そ の 他 GCM

の 客観解析出力 と し て ， 6 ）ECMWF 　model 　predic−

tions に よる降水量デー
タな ど が 使われ る こ とが あ る．

現時点で は GPCP と し て統
一

した 推定方 法は 決 ま っ

て お らず ， 上記の データ の組 み合わせ に関す るア ル ゴ

リ ズ ム 開発，デー
タの 時空間間隔 の 違 い や重ね合わ せ

に よ っ て 生 じ るバ イ ア ス ・エ ラーの評価 ， 各グ ル ープ

で推薦す る組み合わ せ 推定法に よ っ て構築 され た長期

全球降 水量分布 の 傾向 （年 々 変化 ，ENSO ：エ ル ニ
ー

ニ ュ 南方振動 との 関係） の 提示，が 主 な研究の 流れ と

な っ て い る よ うで あ る．

　 こ れ ら の な か で も Arkin，　 Xie （NCEP ／NOAA ）ら

は IR データ か ら算出さ れ る GPI （GOES 　 Precipita・

tion　Index）方式に加 えて MW ， 降水量計デー
タ，モ

デ ル データ を い か に組み 合わ せ て 質の 良い 長期 データ

を構築 す るか に勢力 を注 い て い る．ポ ス ターで は 1980

年代以 降 の 降水量 の 季 節変化 ・年々 変動特性 を全球規

模で 示 し ， 主 な サ イ ク ロ ン ト ラ ッ ク と ITCZ の分布 ，

ENSO モ
ード の 年々 変動 に 伴 う モ ン ス ー ン 域 の 顕 著

な変動を明 らか に し て い た．特に南 シ ナ 海か ら西太平

洋 に か け た モ ン ス ーン 期の 年 々 変動 は 大 き く， そ れ が

海上 も含 め て 雨量 の 形 で 提示 され る意 味 は大 きい ．同

じ研究傾向 は Adler，　 Huffman，　 Hou （NASA ）な ど，

従 来 か ら NAWT 　 （Negri −Adler−Wetzel　 Tech −

nique ），CST （Convective−Stratiform　Technique ）等

IR を利用 した推定 ス キーム の 改良 に勢力 を注 い で き

た 研究者 に も見 られ た ．こ の よ うに 異 なる研 究者か ら

提示 さ れ た各種推定方法 に は欠点や利点が あ る事を ふ

ま え た 上 で ， 各々 の ア ル ゴ リズ ム の利点 を抽出し て と

に か く質 の 良 い 合成データ を構築 し て い こ う と い う研

究姿勢 に は敬服す るば か りで あ っ た．Arkin らは こ の

秋 ま で に NOAA の OLR データ を利用 し た 1974年以

降の降水量 データ の構築 をめざ して い るそ うで あ る．

Arkin らの データ は FTP で 入手可能 で あ るが ，　GPCP

で は あ くま で 公式データ と し て 1本化 し た データ は作

成 して い な い の で ，利用 に 関して は各作成研究者の 承

諾を取 る必要の あ る こ と に注意 し た い ．

　 一
方，MW デ

ー
タを利用 し て よ り物理 的概念に 基 づ

き 降水量 推定 の ア ル ゴ リズ ム 開発 に 勢力 を注 い で い る

グ ル ープ と し て Gruber，
　 Ferraro，　 Grody，

　 Weng ，

（NOAAINESDIS ） らが あげられ る，彼 ら は Grody

（1991）が提示 した MW −
scattering 法の ア ル ゴ リズム

を改良 し，や は り他の 方 法 との 合成 と エ ラ ー
の 評 価 を

行 っ て い る．こ こ で は Ferraro と Weng がデー
タ の 合

成 とテ クニ カ ル な問題 に対処 して い た．MW −scatter−

ing法 で は複雑地形上 で の 降水 の 判別 は 比較的簡単で

あ る
一方 ， 地表面状態が 積雪や乾燥 した 砂漠で の 降水

量推定に問題 が残 っ て い る．Grody か ら
“
冬期か らモ

ン ス ー ン 期 に か けたチ ベ ッ ト高原や モ ン ゴ ル の 積雪の

有無や地表面状態 に 関し て是非教え て 欲 しい
”

と言わ

れ ， GAME に と っ て衛星 と リ ン ク さ せ た地表面状態の

地道な観測 とデータ セ ッ ト構築が い か に 重要 で あ るか

を再認識 した．

　 こ れ ら の 研究に 関す る ポ ス タ ー発表 に は広域降水量

データ の 利用 をユ ーザ として 期待 して い る治水 関連 の

研究者 と気候変動の 解析に 興 味のある研究者か らの 質

問が 殺到し て い た ．従来衛星 データ か ら定義 さ れ て き

たイ ン デ ッ ク ス と してで はな く，何 mm とい う形 で 広

域降水量変動 を準 リ ア ル タ イ ム に 算定す る試 み は，陸

域 の水文 ・植生 に関す る研究や モ デ ル 研究に も飛躍的

な 向上 を もた らす で あ ろ う．一
方で ，時空 間分解を細

か くす る試みや ， 中高緯度で の推定ア ル ゴ リズ ム の構

築 と比 較実験 はす べ て の 研究 者共通 の 課題 で あ る よう

だ．　　　　　　　　　　　　　　　　 （上 野健一
）

　 8．雲に よる日射の 異常吸収の 問題

　私 の 出席 の 目的は ，現在科学技術庁の 特定研究 とし

て 実施中の 「雲が 地球温暖化 に 及 ぼ す影響解明 に 関す

る 観測研究 （JACCS）」 で 行 わ れ た航空機 観測 の 成 果

の ポ ス タ
ー発表で あ っ た．（JACCS 計画 の 航空機観測

の 成果 に つ い て 興味 の ある方 は，http ：／／www ，　mri −

jma．　go．jp／Proj／JACCS ／jaccs．htm1 を今 す ぐク リ ッ

ク ！）．こ の計 画 は気候形成 に お ける雲 と放射の 役割 を

理 解 す る こ と で あ る か ら，本会議に対す る私の 最大 の

関心 は当然，セ ッ シ ョ ン C 「雲，水蒸 気，エ ーロ ゾル

お よ び降水の相互 作用」で あ っ た．さ ら に 言え ば，今，

放射の 分野で最大の 話題 （論争 と い っ た 方が い い か も

知れ な い 〉 で あ る 「雲 に よ る 日射 の 異常吸収」 の 問題

（例 え ば 早坂 （1995）を参照の こ と）は そ の 後進展 し

た か
一と い う こ とで あ っ た ．な ぜ な ら， こ の 問題 を実

際の 観測 に よ っ て解明 し よ う と い う の が JACCS に お

け る航空機観測の 1 っ の 大 き な 目的だ か らで あ る．そ

れ に ，最近 の GEWEX ニ ュ
ース を大 い に 賑わ し て い る

話題 で もあ る．に も関わ らず ， 話題 の 3 論文 を書 い た
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当人達 （Cess，　Ramanathan，　Pilewskie，
　Valero な ど）

は 全 く姿を見せ ず ， ま た会場か らさほ ど離 れ て い な い

NASAIGSFC や メ i）　一一ラ ン ド大学の 放射研 究者な ど

ARM （米 エ ネル ギ
ー

省大 気放射観測計画）に 深 く関わ

る面々 さえ見当た らな い の は，少 々 意外で あ っ た ，で ，
コ ロ ラ ド州立大の G．Stephensに訊ねた ところ 「皆い

ろ ん な会議で 忙 しい か らね 」と い う返 事だ っ た が ，真

意は わ か ら な い ，

　 GEWEX 放射パ ネ ル の 座長 で もある彼が セ ッ シ ョ

ン C の 基調講演 を行 っ た ．彼の講演 GEWEX に お ける

雲
一
放射

一
気候シ ス テ ム研究の 位置づ け とい う正論で始

ま っ たが ， 雲の 異常吸収問題 に 関す る部 分だ けを紹介

す る と，彼 の 意 見は ， 曇天大気 に つ い て 確 か に 計算 さ

れ た放射収支と観測 された放射収支に差 はある が ， そ

れ は観測誤差を考慮す る と 異常吸収 とは言 えな い ，と

い うもの だ っ た． こ れ に は ， NASA ラ ン グ レ ーの T．

Charlock が 反論 した．雲 の 異 常吸収は検出さ れ な か っ

た とい う点 で は同じ だ が ，そ も そ も計算値 と観測値の

間 の 30〜40W ／m2 の バ イ ア ス は 曇天大気ばか りで な

く晴 天 大 気 に も 同様 に 見 られ た，さ らに
，

こ の バ イ ア

ス は観測誤 差 を越 えて い る ， と い う点で G ．Stephens

と は見解を異に す るの で ある．こ の 結論 は ARM デー

タを解析 した複数の研究成果 に 基 づ くもの で あ り，計

算 と観測が誤差 の 範囲内で
一

致 して い る と は言え な い

と い う の が 彼 の 今 回 の ポ ス タ ー発 表 で あ る．彼 は

WCRP ／SRB （地表面放射収支観測計 画）の 担 当者で あ

り，CAG （CERES ／ARM ／GEWEX 合同実験）の 責任

者で も あ る か ら，自分達 の 研究成果 と異な る見解を示

さ れ た か ら に は黙 っ て 見過 ご す訳 に は い か な い の だ

（こ れ プ ロ の 研究者 として 当然）。ど うや ら，モ デル 計

算 と観測 が 相互 に 比較す べ き同じ土俵に ある の か さ え

未だ定か で な い と い う の が 「雲 の 異常吸収」問題 の現

状か もしれな い ．その 他，豪 CSIRO （Commonwealth

Scientific　 and 　 Industrial　 and 　 Research　Organiza−

tion）の R 。　Boers の 発 表な ど は私 の 興味 を大 い に 惹 い

た が 紙 面 の 都合 もあ る の で割愛す る．

　 さ て ， 個人的に は，今回 の 会議出席は私 に と っ て は

む し ろ GAME に向け て活躍中の 日本 の若 い 研 究者 の

皆 さ ん に接す る よ い 機会 とな っ た．GAME の成功 を期

待す る．　　　　　　　　　　　　　　 （塩原 匡貴）

　 9 ．おわ りに

GEWEX と い う プ ロ ジ ェ ク トの 特徴 は，グ ロ ーバ ル

に ， し か も定量的 に議論で きる気候 データ をつ くる ，

と い う点に集約 さ れ る．当然，人工衛星 データ と地上

観測デー
タ双 方 をつ き合わ せ て ，ど の よ うな気候 ・気

象情報を出す か とい う技術的問題 ， ア ル ゴ リズ ム開発

とい っ た問題の 解決 と抱 き合 わ せ で ， GEWEX は進め

られ て きた． こ の ような側面で は ， 確か に 成果 を着実

に挙げて い る とい うこ とが ，多くの 発表か ら感 じとれ

た ，こ の 成果に は，や は り NOAA
，
　NASA を中心 とす

るア メ リカ の研究者の 貢献は，非常 に 大 き く，単に ア

メ リ カ で の 開催 だ か ら とい う理 由だ け で は な く，世界

の 気候研究 （プ ロ ジ ェ ク ト）を，こ れ まで 引っ 張 っ て

き た の は，や は り ア メ リ カ か ， と い う こ と を ， 強 く印

象づ けた会議 で もあ っ た．し か し ， 地 球上 最大 の 大 陸

で あ る ユ ーラ シ ア大陸 で の 陸面過程や大気 ・水文過程

に つ い て は ， 地上 ， 衛星 も含め，まだ検証 がな さす ぎ

る た め，議論は非常 に す くな か っ た．次 の 会議 で は，
ユ ーラ シ ア大陸や モ ン ス

ー
ン ア ジ ア 地 域 で の 新 しい

デ
ー

タ に も と つ く観測的研究や モ デ ル 研究 が 大量 に で

る こ とが ，GAME に 課 せ られ た責務で ある こ と を強 く

感 じつ つ ，ワ シ ン ト ン を後 に し た．

　 ちな み に最終 日の パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 席上，

私 は GAME を代表 し て，次の GEWEX 国際会議 は，

ぜ ひ ア ジ ア の ど こ か で 開催す べ き で ある こ と を提 案

し ， WCRP 事務局長 の Dr，　Grasslや GEWEX 議長 の

Dr．　Chahine な どか ら強 い 支持を得た ．次回 の 会議 で

は，日本を は じめ とす る ア ジ ア の 研究者 が ，大 い な る

役割 を果た し て い る は ず で あ る し，そ う期 待し た い ．

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 （安成哲 三 〉
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