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　 1　 は じ め に

　 1997年5月 19〜23日，米国 コ ロ ラ ド州 フ ォ
ー

トコ リン

ズ市に て ，第22回台風熱帯気象会議が 開催さ れ た、こ

の 会議 は米 国気象学会主催 に よ る台風 と熱帯気象に つ

い て の 伝統 あ る国際会議で．今回 は第22回大会 で あ る．

近年は隔年 （奇数回 は マ イ ア ミ，偶 数回はその 他 の 地

域 ） に 開催 さ れ て お り，今 年 は コ ロ ラ ド州 立 大 学

（CSU ）近 くの ホ テ ル
，

ユ ニ バ ーシ テ ィ パ ーク ホ リデイ

イ ン が 開催場所 と な っ た ．会議の 日程は第1表 に 示 す プ

ロ グ ラ ム の 通 りで あ る．な お ， 本稿で は Hurricane，

Tropical　Cyclone などは 全 て 「台風」と表記 して い る．

　 1 日目 の午前中は特別セ ッ シ ョ ン と し て ， 「熱帯気象

に っ い て の 歴史的概観 と将来 の 方 向性」 に つ い て の 招

待講演 が 行われ た．講演者 6名 J．Simpson （NASA ／

GSFC ＝米航空宇宙局 ゴ ダード宇宙飛行 セ ン タ
ー

），T ．

Krishnamurti （フ ロ リダ州 立 大学 ；FSU ），荒 川 昭夫

（UCLA ），大山勝通 （米海洋大気庁大西洋海洋研究所 ；

NOAA ／AOML ），柳井迪雄 （UCLA ），W ．　Gray （CSU ）

の内3人 が 現地在住の 口本人 で ， 台風熱帯気象の発展 に

お け る 日本人研究者 が 果た した 歴史的役割 の 大き さ を

再認識で きた．各講演 と も各々 の分野に お け る熱帯気

象研究の歴史に つ い て 生 き 生 き と語 り，近年 の 計算機

や観測技術 の 進歩 に 更 な る研 究 の 飛躍 を期待す る ， と

tReport
　 on 　 the 　22nd　AMS 　 Conference 　 oll　 Hurri・

　 canes 　and 　Tropical　Meteorology ．
’ 1Kazuo

　Saito，気象研究所予報研究部．
＊ 2Tetsuo

　Nakazawa ，気象研究所台風研究部，
＊ sKazumasa

　Mori ，気象研究所台風研究部．
胴 Riko　 Oki，　NASA ／GSFC ＝米航 空 宇 宙 局 ゴ ダード宇

　 宙 飛行 セ ン ター （現 ：（財） リモ ートセ ン シ ン グ研究

　 セ ン ター）．
＊ 5Jun −ichi　Tsutsui（財）電力中央研究所．

◎ 1997年　 H 本 気 象学会

い う明る く希望 の 持 て る もの で あ っ た，3日目の 夕方

は，会場か らバ ス に分乗 し ロ ッ キー山脈国立公園の歴

史的建造物 ス タ ン レ ーホ テ ル に て 懇親会 が 行われた．

席上 で は米国気象学会論文賞 （The 　Banner　L　Miller

Award ）の 表彰式があ り，プ リ ン ス ト ン 大学地球流体

力学研究所 （GFDL ） の M ．　 Bender，　 R ．　 Ross，　 R ．

Tuleya
， 栗 原 宜夫 の グル ープ の 受賞式が コ ン フ ァ レ ン

ス デ ィ ナ
ー

の 席上 で 行われた （第 1図）．

　以下，い くつ か の セ ッ シ ョ ン に つ い て の 印象 と会議

に つ い て の 所感 を各参加者 が記す る．　　 （斉藤和雄）

　 2 ．熱帯関連だけで 400件の 発表数に絶句

　今回 の 会議へ の 参加の 目的 は，この 2月米国立大気研

究所 （NCAR ）に 1か 月間滞在 し た際に行 っ た NSCAT

（NASA マ イク ロ 波散乱計） の デ
ー

タ解析結果 を発表

す る こ とだ っ た ．5日間の 会議だ っ た が ， 気象学会 の 春

季大会 に 参加す る ため，実際 に は最初 の 2日間だ け出席

して と ん ぼ 返 りせ ざ る を 得 な か っ た ．熱帯気象 と台風

だ けの 会議 で 400件 もの 発 表が ある とい う点だ け か ら

で も ア メ リカ の も の す ごさ を知 ら さ れ た 気が す る．事

務局も大変だ っ た とは思 うが ， 出た い セ ッ シ ョ ン が重

な っ て しま うこ と もあ っ た の は やむを得な い だ ろう，

　 2．1　セ ッ シ ョ ン 3A （台風の 衛星観測）

　 C．S．　 Velden （ウ ィ ス コ ン シ ン 大学）は，熱帯域で

の複数周波数帯を用い た 高分解能雲移動ベ ク トル の算

出結果 を発表 した． 1 つ は水蒸気チ ャ ネ ル を複数搭載

した 衛星 か ら雲が な い と こ ろ で の 風 を求め，も う 1つ

は 可視チ ャ ネ ル か ら，下層 の 積雲を用 い て 空間時 間分

解能の 高い 風分布を求 め よ う とす る も の で あ っ た ，こ

の デ
ー

タを用 い る こ と に よ り，現業的 に もイ ン パ ク ト

が出て い る こ とも報告 され，大変興味 を持 っ た．

　 2．2　セ ッ シ ョ ン 4A （台風 の リモ ー
トセ ン シ ン グ）

　 マ イク ロ 波散乱 計 の 発表 が 数件行 われ た ．W ．　 L．
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第 1表　第22回台風熱帯気象会議の セ ッ シ ョ ン ．

19口 （月）午前 特別招待講演 「熱帯気象 の 歴史的概観 と将来 の 方向性 に つ い て 」

19日 （月）午後 3A ）台風の 衛星 観測 3B）TOGA ・COARE ：対流過程の 観測 （1）
4A ） 台 風 の リモ ートセ ン シ ン グ 4B ） 対 流 過程 モ デ リン グ （1）

19口 （月）夕方 P1） ポ ス ターセ ッ シ ョ ン （台風）

20日 （火）午前 5A ）台風の 運 動 の 理 論 5B）TOGA −COARE ：対流 5C）対流 の リ モ ートセ ン シ

6A ） 台 風 の 非対称性 過程 モ デ リ ン グ （2） ン グ

6B＞TOGA −COARE ：対流 6C）大規模熱帯擾乱

過 程 の 観測

20日 （火 ） 午後 7A） 台 風 運 動 へ の 地 形 効 果 7B）TOGA −COARE ：境 界 7C） ITCZ，ハ ドレ ー
循 環

8A ）台風 の 強度 層 と地面過程 8C）デー
タ 同化，初期化 と

8B）TOGA −COARE ：熱 帯 予 報

振動 と西風突風

20日 （火）夕方 P2） ポ ス ター
セ ッ シ ョ ン （TOGA −COARE ほ か ）

21口 （水）午前 9A＞台風へ の 環境の 効果 9B ）MCTEX 9C）過去の 台風 Climate の

10A）台風 の境 界層 1 B） 対流 ：組織化 と環 境 再構築

コ ン トロ ール

21日 〔水 ）午後 11A ）台 風 内 の 大気 海 洋 相互 作 用 11B） 年々 変 動 と気 候 研 究

21日 （水 ）夕方 懇親 会，気 象学 会 論 文 賞 表 彰

22日 （木）午前 12A ）台 風 予 報 12B） 対 流 パ ラ メ タ リゼ ー 12C｝特別 観測 ：風 ， 降水 ，

13A） 1995〜1996年 の 台風 シ ョ ン 化学 トレ
ー

サ
ー

13B）TOGA ・COARE ：気 13C＞台風 の Full　 Phys｛cs
候学 と 平均状態 モ デ ル

22日 （木 〉 午後 14A ）熱帯 Cyclogenesis 14B）対流 と放射過程 14C）台風モ デ リ ン グ （1）
15A） 台風 と気候 15B）TOGA −COARE と他 15C＞台風 モ デ リン グ （2｝

の 研究

22日 （木）夕方 特別講演 「台 風 の 社会 的見地 」

23日 （金）午前 16A） モ ン ス
ー

ン 16B）台風 の 構造 と業務上 の 問題点

17A ）熱帯波 と不 安定 17B）WSR88D レ ーダー観測 とス トーム

第 1 図　米 国 気 象 学 会 論 文 賞 の 表 彰 を受 け る粟 原 宜

　　　　夫博士（右〉．ス タ ン レ ー
ホ テ ル 懇親会場 に

　 　 　 　 て ，

Jones（セ ン トラ ル フ ロ ワダ大学 ）ら は，　 NSCAT デ
ー

タ か ら台風 の 風 を求め る ア ル ゴ リズ ム を開発中で ， 雨

に よ る影響 の 除去 を考慮 中との こ とで あ っ た ．J．　 D ．

Hawkins （海 軍 研 究 所） ら は，　 NSCAT と SSWI

（Special　Sellsor　fQr　Microwave 　lmage）データを用

い た 台風 の 風情報を求め て い た ．SSMII は，高水蒸気

量域や雨域で の風速算出は苦手な た め ， 主 と し て台風

の 周辺 風速 を求 め る の に 用 い られ る の に 対 し て ，

NSCAT や ERS （ヨ ーロ ッ パ 資源衛星）−1，2な ど の マ

イク ロ 波散乱計，特に ERS −1．2は 雨 に よ る減衰 を受 け

に くく台風中心の 強雨域で も風 を測る こ とが で き る と

い う利点 を持 っ て い るそ うだ．

　2．3　セ ッ シ ョ ン 8B （TOGA −COARE ：熱帯振動 と

　　　　西風突風）

　 Shinoda　and 　 Hendon （コ ロ ラ ド大学環境科学共 同

研究所）は ， 海洋 の 1次元 モ デ ル を作 り，放射や降水 ，

ス トレ ス な ど の 観測データ か ら モ デ ル を駆動さ せ ，海

面水温の変動を観測結果と比較 して 季節内変動ス ケ ー

ル で は モ デル が よ く観測と
一．
致 して い る こ と を 示 し て

い た．Nakazawa （気象研究所） ら は，　 NSCAT デ ー

タ を用 い て季節内変動中 の 台風発生 の 解析結果 を報告

し た ．　　 　　　　　　　　　　　　　 　 （中澤哲 夫 ）
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　 3．エ クス プ リシ ッ トシ ミュ レー
シ ョ ン の時代へ

　3．1　セ ッ シ ョ ン 9B （MCTEX ）

　 MCTEX は，オ
ー

ス トラ リア 気 象局研 究 セ ン タ
ー

BMRC （Bureau 　of 　Meteorol（｝gry　Research　Centre＞

が 中心 に な っ て 1995年 11月〜12月 に か け て オ
ー

ス トラ

リア北部準州 ダーウ ィ ン の 北の Tiwi 諸島で 行わ れ た

熱帯雷雲の 国際共同観測で ある．筆者は平成 6年度日豪

科 学技術交 流研 究 員 と し て 平 成 7年 3月 か ら1年 間

BMRC に 滞 在 し，数 値 モ デ リ ン グ の 立 場 か ら

MCTEX に 参加 して い る．今 回 の 会 議 で は TOGA −

COARE に 並 ん で MCTEX に つ い て の 特別 セ ッ シ ョ

ン が設 けられ る こ と に な っ た こ とが ， 日本気象学会春

季大会 と重な っ て い た に もか か わ らず筆者が参加を決

め た 最大の動機 と な っ た．当 日 α）セ ッ シ ョ ン で は 自身

も MCTEX の 参加者で あ る S．　Rutledge （CSU ）が座

長 と な り，
BMRC と CSU を中心に 8件の講演が あっ

た．筆者 はll月 27日に 観測 された Tiwi 諸島上 の 日変

化性対流雲 に つ い て，BMRC の 新領域解析予報 シ ス テ

ム （25km 水平分解能）に 気象研 究所 の非静力学メ ソ ス

ケ ール モ デ ル を ネ ス テ ィ ン グ し て 行 っ た 1km 分解能

の シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 結果を中心 に 講演 した．どの 講演

も観測結果 に つ い て コ ン パ ク トに ま と め られ た 興味深

い 講演で ， MCTEX に参加 しなか っ た聴講者に も大変

良 い セ ッ シ ョ ン だ っ た と なか なか の 評判 だ っ た よ うで

あ る．た だ ，3月に メ ル ボル ン で行わ れ た MCTEX ワー

ク シ ョ ッ プ で は 多数発表 の あ っ た NCAR か らの 講演

が，何故 か A ．　Crook に よ る シ ミ ュ レ／ 一シ ョ ン 1件だ け

だ っ た の は少々残念だ っ た．

　3．2　セ ッ シ ョ ン 13C （台風 の Full　Physicsモ デ ル ）

　他 の セ ッ シ ョ ン も含め ， 非静力学モ デ ル を用 い た台

風予報 の
．
講演 が 何件 か あ り，筆者 の 研究分野 の 観点 か

ら目を引 い た ．こ の セ ッ シ ョ ンで は メ リーラ ン ド大学

の D ．Zhang が ，　 MM 　5 （NCAR ／ペ ン シ ル バ ニ ア 州立

大学メ ソ ス ケ ー
ル モ デル 〉を用 い て の 台風 Andrew の

エ ク ス プ リ シ ッ ト シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を紹 介 し た．

ECMWF （ヨ ーロ ッ パ 中期予報 セ ン タ ー）の 解析 に2

ウ ェ イ2重ネ ス テ ィ ン グ した 6km 水平分解能 の モ デ ル

（氷相 を含む non −
parameterized 　model ）で，　 Andrew

の 移動 と発達，中心付近 の 風 速分 布や CDO 　（Cold

Dense　Overcast），ス パ イ ラ ル レ イ ン バ ン ド，　eye 　wall

の 傾 きや プ ライ トバ ン ドな ど を リア ル に 再 現 して い

た ．博士 の 講演 の 図 は http ：〃 meteosrv2 ．umd ．　eduf
−

dalin／andrew ／caption ．html で イ ン タ
ー

ネ ッ ト上 で 公

開 さ れ て い る．ま た 台風 に つ い て で は な か っ た が，

NOAA ／AOML の 大 山勝 通博 士は，　 Cubic　spline 関数

で 水平 ・鉛直 と もス ペ ク トル 展開す る2ウ ェ イ ネ ス テ ィ

ン グモ デ ル に よ る ス コ ール ラ イ ン の シ ミ ュ レ ーシ ョ ン

を ア ニ メ ー
シ ョ ン で 示 さ れ た ．モ デ ル の 開発か ら グ ラ

フ ィ ッ ク ス まで 全 て 御 自身で や られ て い る ようで ，
い

ずれ こ の モ デル で 台風の シ ミ ュ レ
ーシ ョ ン をした い と

の こ とで あっ た．博士 の衰えを知らぬ研究へ の情熱に

圧倒 され る思 い で あ っ た．また栗原宜夫博士は GFDL

の 台 風 モ デ ル に つ い て ， 従来の よ う な ボーガ ス の 挿 入

に よる方法 で はな くナ ッ ジ ン グを用 い た新 しい 力学的

初期化法 に つ い て講演し た．

　会議全体 を通 じて 感 じた こ とは，台風理解に っ い て

の 各国研究者 の 熱意で あ る．日本で は，近年 の 台風被

害 の 減少 に伴 っ て 台風研究の 比重が以前よ り小 さ くな

る傾向 に あるが ，台風研究が 気象学上 の 最重要課題 の

一
つ で ある こ と を改め て認識さ せ ら れ た．また講演全

体 を通 じて 3次元 グラ フ ィ ッ クス ア ニ メ ーシ ョ ン な ど

を用 い た 可視化 に よ り聴講者 の 印象 を強 める工 夫が多

く取 り入れ られ て い た の が印象的だ っ た．今回 は筆者

に と っ て は初め て の 訪 米 だ っ た が ，多 くの
一

流研究者

と直接議論 を行 う良 い 機会 とな っ た．本会議の前の 週

に は COARE 合 同 ワ
ーク シ ョ ッ プ に 参 加 し GCSS

（GEWEX 　Cloud　System　Study）の モ デル 相互 比較に

っ い て 発表 し た （http：／／www ．　cnrmmeteo ，fr：8000／

gcss／menuresults ．html 参照）．会場 と な っ た NCAR

で は，J，　Dudhia，　J，　Klemp 博士 ら と，メ ソ ス ケ
ー

ル モ

デ ル の力学フ レ ーム の 在 り方に つ い て議論を行 う機会

に恵 まれた．また こ の 会議で も講演終了後に，NASA ／

GSFC の Tao 博 士や カ リ フ ォ ル ニ ア 大学デイ ビ ス 校

の S．Soong博士 か ら気象研究所 の メ ソ ス ケ ール モ デ

ル に っ い て 詳 し い 質問 を 受け た．なお ，今 回 の 訪米 に

当た っ て ，山 田哲司博士，笠原彰博士 らを は じ め と す

る米 国在住 の 先生方 に は，大変 お 世話に な っ た．ま た

旅費補助 と し て 口本気象学会よ り国際学術研究集会出

席補助金 を頂 い た．　　　　　　　　　　 （斉藤和雄）

　 4 ．TOGA ・COARE 対流過程 の 観測

　筆者の 本会議へ の参加目的は，TOGA −COARE 啓風

丸 レ
ーダー

観測期間中最も顕著で あ っ た 1992年11月10
〜11日の 対 流イベ ン トで の MCS （メ ソ ス ケ ール 対 流

シ ス テム ） の 構造 と そ の 時間変化 の 解析 に つ い て 発表

す る こ と で あ っ た．本会議 で は TOGA −COARE 対 流

の 観測 に 基 づ く解析的研究だ け で 2つ の セ ッ シ ョ ン と 1

っ の ポ ス タ
ー

セ ッ シ ョ ン が 設 け ら れ，20件 以 上 の 発 表
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が あっ た．

　4．1 セ ッ シ ョ ン 3B （TOGA −COARE ：対流過程 の

　　　 観測 （1））

　 LeMone （NCAR ）ら は MCS の 構造 と 時間変化 の 環

境依存性 を調 べ ，その 結果 を GATE で の 結果 と比 較

した ．GATE と比 し て TOGA −COARE で は海面水温

（SST＞が 1〜2度，海面付近 の相当温位 は数度高 く対流

有効ポ テ ン シ ャ ル エ ネ ル ギー
も大 き い こ と，バ ン ド状

Mcs は
國
下層 シ アーに直交 し， また下層 シ ア ーの 方向

に 伝播して い た こ と等 を示 した．Kingsmill（ワ シ ン ト

ン 大学）らは対流 シ ス テ ム の inflowと outflow の特徴

に つ い て 25例の MCS の事例解析結果 を用 い て統計的

に 調 べ そ の 模式図 を提 出 した ．彼 ら の 対流 シ ス テ ム モ

デル は，こ れまで の モ デル に比 して その 概要 で は 同様

で あ る が，inflow層 は や や 厚 く，outflow の 起源 とな

る層の 高度は や や低か っ た．ま た，対流 セ ル や層状性

降雨域近傍 の み に 限れば流 れ は 3次元的 で あ る こ と が

示唆さ れ た ．

　 4．2 セ ッ シ ョ ン 6B （TOGA −COARE ：対流過 程 の

　　　 観測 （2＞）

　 Richenbach（CSU ）らは降水 日変化 を個 々 の 降水系

まで 遡 っ て 調 べ ，降水 の 大部分 （80％）は 100km 以上

の MCS に よ り もた ら され る こ と ， 降水 量 日変 化に は

夜半 と 午後 の 2 つ の ピー
クが あ る こ と を示 し，そ の 原

因は，不定形 MCS は夜半に，ス コ ール ラ イ ン型 MCS

は午後に ピーク を持 つ と い う 2 つ の タイ プ の MCS に

よる降水の ピー
クの 時間のずれ にある ， と した ．Mori

（気象研究所）は啓風丸 レ ーダーに よ り観測 さ れ た西進

する大規模 雲擾乱内 MCS の 構造 が 雲擾乱 の 発達段階

に よ り異 な り，MCS に相対 的 に 下層暖湿気 が 流 入 す

る方向 が 雲擾乱 の 発達 に 従 っ て 西 か ら東 に 変化 し た こ

と を 示 し た ，Caillault（フ ラ ン ス 地球 。 惑星環境研究

セ ン ター）らは MCS を ， 対流 セ ル 群がそれ 自身 の 力学

で 急速 に 伝播し な が ら強い 対流 ラ イ ン と し て組織化す

る タ イ プ と，大規模収 束場 の 近傍 で ゆ っ くり移動 し な

が ら発達す る タ イプ に分類 し各々 に っ い て代表的事例

の解析結果を示 し， 後者の タイプ の 時間発展 は大規模

場 に 依存す る こ と を強調し た．

　 4．3　 ポ ス タ ーセ ッ シ ョ ン 2 （TOGA −COARE ほ か ）

　Kucera （アイ オ ア大学）ら に よ る MIT （マ サ チ ュ
ー

セ ッ ツ 工 科大）と NOAA ／TOGA レ
ーダーデータ を 用

い た TOGA −COARE ほ ぼ 全期 間に わた る降雨 の 経度

時間断面 図，沖 （NASA ／GSFC ）ら に よ る啓風丸 レ ー

ダーデータ と MIT 　v 一ダーデータ との 比較が 興 味深

か っ た．

　筆 者 が TOGA −COARE に 参加 す る啓風 丸 に 居 あ わ

せ る幸運 を得 て か らはや 5年が すぎよ うとして い る，観

測 に 多少 な り と も関わ っ た者 と し て こ れ ま で十分 な事

をして こ なか っ た，と反省 しなが らの 研究発表 で あ っ

た ．講演時 に は質問は な か っ た が，そ の 後観測 に 参加

した幾人 か との 多少 の議論を通じ て今回発表 した事例

で の MCS は GATE で の MCS と は異 な る 興 味深 い

MCS で ある こ と を再認識 した．ま た ，
　TOGA −COARE

対流 に つ い て その
一

部 を啓風 丸 レ
ーダー

（2週 間反射強

度の み）で 見 て き た筆者に と っ て TOGA −COARE 全

期間に わた る MCS の 気流構造 の解析 （そ の領域 は や

や 狭 い が ）等非常 に 参考 に な る発表 を 集中的 に 聞 くこ

とが で きた．こ の 2点が 本会 議 参加 の 成果で あ る．

GATE で は 1974年 に 観測 が 実施 さ れ，　Houze と Betts

に よ る review が 1981年に で た．1992−93年に観測が行

なわれた TOGA −−COARE で は 1999年頃 まで に は こ れ

ま で の成果に本会議で の成果 も加わ っ た review が ま

と ま る で あ ろ うか ？台風域 内降水 に 関 して も，そ の メ

ソ構造ま で踏み 込 ん だ解析が 多 く， 特に発生期台風域

内 MCS の構造 を航 空機搭載 ドッ プラーレ ーダーデー

タ で解析 した Bracken （Albany／ニ ュ
ー

ヨ ーク州立大

学）らの 発表が印象深 か っ た．TOGA −COARE を は じ

め 航空機搭載 ドッ プ ラ ー
レ
ー

ダ
ー

を駆使 した豊富 な研

究成果を ま の あた りに し，
一

方 で 近年の 地球観測衛星

に よ る熱帯海洋上 で の 急速 なデータ の増加 （実際本会

議で もリモ セ ン関連の セ ッ シ ョ ン が い くっ もあ っ た）

を考 えあわ せ る と，こ れ ま で 中緯度 MCS に関し て そ

うで あ っ た よ うに，今後 は熱帯海洋上 MCS に 関 して

非常 に 理解 が 進 む の で は な い か と感 じた ．（森　
一

正 ）

　 5 ，膨大 な観測 データの 蓄積と気候研究へ の活用

　 こ ちらで の 上司 に参加 を勧 められ る まで ， 恥ずか し

なが ら標記会議が AMS に よ っ て 開催 され て い る こ と

を知 ら な か っ た．参加 し て 規模 の 大 き さ に 驚 い た．

　5．1 セ ッ シ ョ ン 5C （対流の リモ ートセ ン シ ン グ）

　 こ の セ ッ シ ョ ン の 発表 で は，用 い られ た 衛星 セ ン サ

も推定さ れ る物理 量 も様々 で あっ た ．Liu（コ ロ ラ ド大

学 ）は ，SSM ／T −2（Special　Sensor　Microwave 　Water

Vapor 　Profiler）と同様の航空機搭載 MIR （milimeter

−wave 　imaging　radiometer ） の TQGA ・COARE 時 の

観 測 か ら彼 らの ア ル ゴ リズ ム で 推定 した ice　 water

path （雲中の 氷の 量 を水の 量 で表現 した も の）の検証

結果を示 し た ．Haferman （NASA ／GSFC ） は
，

マ イ
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ク ロ 波放射計の データ か ら潜熱加熱の鉛直プ ロ フ ァ イ

ル を求 め る目的で ，彼 らの グル
ープ で 開発 を続 けて い

る アル ゴ リズ ム （Goddard　Profiling　Algor｛thm ） の

cloud 　model 　 database依存性 に つ い て報告した．

Yang （Flor｛da　State　Univ．） は SSMII データ か ら彼

らの最新版の ア ル ゴ リズム で 月単位 ， 広域平均 の降水

量，潜熱加熱 を1992年の 1年問 に つ い て 全球的 に 求 め そ

れ らの 大規模な構造の季節変化を記述 して い た．そ の

他 に も Serke （CSU ＞は SSM ／T −2 と SSM ／1 の データ

か ら 見た 熱帯収束帯 の 気候学的 な 季節変化，発達過程

を示 し て い た し，HaU （CSU ） は新 し く作 ら れ た高分

解能の 可視赤外 の 1年分 の デ
ー

タか ら，そ の 特徴 を生 か

して 西太平洋暖水域 の 対流雲 の 日変化 を調べ て い た、

こ れ らの 発表 を通 して， 1 つ に は現在 で は TRMM で

も盛ん に 言わ れ て い る よ うに ，降水量 だ け で な く大気

大循環研究 の た め の 潜熱加熱 の 鉛直分布を衛星 データ

か ら推定す る努力が着々 と な さ れ て い る こ と と，もう

1 つ に は各種衛星 データで 気候学的な話が 出来る ほ ど

膨大 な デ
ー

タ が蓄積 ・利用 さ れ て きて お り，激 し い 競

争 に な りつ つ あ る こ とが わ か っ た ．

　 5，2 セ ッ シ ョ ン 12C （特別観測 ：風，降水，化学 ト

　　　 レ ーサ ー）

　新 しい 観測手法 で 取得 された デ
ー

タ解析 の 発表が行

な わ れ た ．NOAA の グル
ープ の ，大型で 安定し た航空

機に搭載 さ れた2D　probe に よ っ て こ れ まで検出され

な か っ た よ うな 巨大 な 雨滴が 検出さ れた 話な どが あ っ

た．しか し私に と っ て 大変 に 興味深 か っ た の は ，
Deser

（コ ロ ラ ド大学）の 熱帯太平洋全域 に わ た る地表風 の 日

変化の 話で ある．彼女は 60に も及ぶ TAO 　buoy　array

の 3年間 の 毎時 デ
ー

タ を用 い て ，東西風 に は半 日，南北

風 に は 日単位 の 変動が あ る こ と を示 し た．こ れ ま で 大

洋 liで の 対流活勤 の 日変化 の 解析 は数多 くあ っ たが，

時間的に 高分解能か つ 広域 の 風 データ は な か っ た た

め，風 の 日変化 の 解析は皆無 で あ っ た．筆者 らの 研究

グ ル
ープ も2年程前か ら，GMS の 雲風データ を作 っ て

同様の 解析 を試み て い た 途 中で あ っ た の で ， 先を越さ

れ た 思 い が し た．も う 1 つ 新 し く知 り得た の は，Gage

（NOAA ／Aeronomy 　Laboratory）が紹介 した ， 赤道太

平 洋 を横断的に カ バ ー
す る よ う太 平洋一ヒの 島々 に

TOGA と 相 ま っ て 設 置 が 続 け ら れ て き た wind

profiler観測網 の 充実ぶ りで あ る．　 TAO 　buoy の よ う

に 衛星 の 通信 シ ス テ ム を使 っ て リア ル タイム で データ

が 気象局 に 送信さ れ る と同時に ， イ ン ターネ ッ トで も

デ ータ が 公 開 さ れ て い る （http ：〃www ．al．noaa ．

gov／WWWHD ／pubdocs／ElNino．　htmi＞．長 い と こ ろ

で 既 に もう10年 も観測 が蓄積され ， 気候学的な研究 に

も利用可能で あろう．

　5．3　ポ ス ターセ ッ シ ョ ン （P2 ；TOGA ・COARE ほ

　　　 か ）

　 この セ ッ シ ョ ン で筆者は，TOGA −COARE 集中観測

（IOP）時の 気象庁の啓風丸 レ ーダに よる降水観測の結

果を発表 し た．TOGA ・COARE 時 の レ
ーダデ

ー
タ とし

て は こ れ ま で 米国 の 2 つ の レ ーダ が 主 に 使 わ れ て お

り，衛星 か ら降水量 を推定す るア ル ゴ リズ ム の相互比

較プ ロ ジ ェ ク トに お い て 共通検証 デ ータ と し て 使 わ れ

た．が ，衛星 と レ ーダか ら推定 された降水量 で は，衛

．星か らの 方が2倍か ら 3倍大き い 雨量 を 示 し，衛星関係

者 か らは レ ーダの 雨量換算ア ル ゴ リズム あ る い は 反射

強度観測そ の もの に 問題が あ る の で は ない か と の 意見

が 出 さ れ て い た．収支解析や海水の塩分濃度の観測か

ら推定さ れ る TOGA 　IOP 時 の 降水量 もばらつ きが 大

き く， よ り確か な降水量 の情報が 望まれ て い た ．この

よ うな い きさ つ の 中 で 啓風丸 データ を他の 2つ の レ ー

ダ デ ータ と重 ね 合わ せ て 比 較解析 し た ．当初 啓風 丸

デ
ー

タは他 の レ
ー

ダ に比 べ て か な り強 い レ ーダ反射強

度を 示 し て い た の で キ ャ リ ブ レ ー
シ ョ ン 情報 等 の 提供

を気象研 の 森 さん に お 願 い した とこ ろ ， 関係者の方々

の シ ス テ ム の 再チ ェ ッ ク の 結果，レ ーダデータ同士 で

は非常に良く
一一一

致して い る こ とが確認さ れ た ．こ の様

に 検証 さ れ た 啓風丸 の グリッ ド化 レ
ー

ダデ
ー

タ が，今

後国際的に広 く利用さ れ る こ と を期待 して い る．ボ ス

タ
ー

に は職場や こ ちらで 知 り合 っ た主 に 同年代 の 研究

者が 次々 と来て くれ て休む間 もな く大変有難 か っ た．

　なお，前 の 週 に は，こ の 会議 に合わ せ て ボル ダー
の

NCAR で 開か れ た COARE 合 同 ワ
ー

ク シ ョ ッ プ に も

参加 した．日本 の 気象学会 と会期 が重 な っ て は い た が，

何入 か の 方々 と久 し ぶ り に お会 い し て 教 え て 頂 く こ と

もあ り，大変有意義な参加で あ っ た．　　 （沖　理子）

　 6．台風研究つ まみ食い

　6．1 セ ッ シ ョ ン 7A （台風運動 へ の 地形効果〉

　筆者 は前回 の Miami で の 大会 に続 い て 2度 目 の 参

加で あ る．年々 参加者が増え続 けて い る こ の 会議 に お

い て，今回特 に 目を引い た の は台湾 か らの 参加者 の
一

団で あ る．こ の セ ッ シ ョ ン はす べ て 台湾 の 地形が台風

に お よ ぼ す影響 に 関す る 研究 に よ っ て 占め ら れ た ，

1996年の typhoon 　Herb が もた ら し た豪雨 に よ る 大災

害を契機 と し て ，台風研究の た め の 予算 が 大 幅 に 増額
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された とい う話で あ る．台風が台湾 の 中央山脈 を通過

す る際 に は，台風中心 は山の 前面 で トラ ッ プ さ れ，山

の 背後 に 形成 され た 2 次渦がや が て 台風中心 に とっ て

代わ る と い う不連続 な 動 き をす る場合が あ る．Lee

（National　 Taiwan 　 University）は ド ッ プ ラーレ ー

ダー
に よ る観測デ

ー
タを用 い た解析 か ら，こ の 2次渦

の形成過程に お け る風下斜面で の 下降流の 重要性を指

摘 した．また，Y ．・H ．　Kuo （NCAR ） は，台湾 に 接近

す る台風 が南北 に わ ず か に蛇行す る と い う観 測事実 を

対象に ， メ ソ ス ケ t一ル モ デ ル に よ る数値実験 を試み た ．

実験結果 か ら は 定性的な蛇行現象が 再現 さ れ t しか も

そ の蛇行の規模は渦と島の相対的な位置関係 に大き く

依存す る こ と が 示 さ れ た．

　6．2　セ ッ シ ョ ン8C （データ同化，初期化と予報）

　衛星 データ か ら推 定 され る 雨 の 情報 を数値 モ デル の

物理的初期化に 用 い た Turk （Naval　Research　Labo −

ratory ）の研究に注目し た ．熱帯海洋上 で の 降水強度を

推定す るため の デ
ー

タ ソ
ー

ス と して は，静止衛星 の 赤

外データ と極軌道衛 星 の マ イ ク ロ 波データ があ る が，

両者は互 い に 降水量 の 推定精度 と時空間解像度 と で
一

長
一
短が あ る．この 研究で は，簡単な 回帰曲線を用 い

る や り方で あ る が ， 両者を ブ レ ン ド して よ り信頼性の

高い 降水デ ー
タを作成 し た と こ ろ が特徴 で あ る．こ の

降水データ を用 い た 物 理 的初期化 の 予報に対す る イ ン

パ ク トと しては，降水の 予報値 と観測値 との 相関が高

く な る こ と を言及 す る に と ど ま っ た．
一

方，筆者は別

の セ ッ シ ョ ン （15C）で，赤外データか ら推定 された降

水強度 を利用 し た物理 的初期化が 台風予報 に お よ ぼ す

イ ン パ ク トに つ い て 発表 した．台風発生期 の 予報に お

い て 特 に 初期化の 効果が大き い と い うの が主な結論で

あ る．

　 6．3　 セ ッ シ ョ ン 9A （台風 へ の 環境 の 効果）

　Hanley （ニ ュ
ーヨ ーク 州立大学）は，台風強度 に 関

連す る
一

要因 と して ，上層 トラ フ と台風 との 相互作用

に着眼 し た．上層 トラ フ の接近 に伴 う吹き出し の強化

お よび鉛直 シ アの 増 大は，それぞれ台風発達 に とっ て

は 正 お よ び負の イ ン パ ク トを与 え る．彼 の 渦位を 用 い

た解析結 果 で は，上 層 トラ フ の 接近 は 発達 に 寄与す る

方が支配的と さ れ た ．Evans （ペ ン シ ル バ ニ ア 州立 大

学 ；PSU ）は，転 向す る 台風 は転 向す る直前 に 最大強

度 に 達 す る と い う古 くか らの 経験 的法則 を最近 の デー

タ を用 い て 再検証 し た．太平洋 で は こ の 経験則 は比較

的良 く当 て は ま る ようだが，大西洋で は あ ま り関連性

が な い と い う こ とで あ る．転 向の 定義に も依存 し そ う

な問題で ある．Wozniak （PSU ）は ， 下層の渦度お よ

び発散，そ れ に 鉛直 シ ア を組 み 合 わ せ た 独 自の 台風発

生 パ ラ メ タ ーを定義し ， 実際に か な りの 確率で 台風 の

発生を予報 で き る こ と を示 した ，こ の パ ラ メ タ ーは客

観解析デー
タ を 用 い て簡単 に 計算 で きる の で ，毎 日の

予報 に 使 えるとい う利点 があ る．

　6．4　セ ッ シ ョ ン 11A （台風内 の 大気海洋相互作用）

　 マ イア ミ大学か らの 3件の発表が 目を引い た ．台風通

過 に 対す る海洋 の 応答が 慣性振動に 類似す る こ と を ブ

イ や 衛星 の マ イ ク ロ 波 高度 計 デー
タ か ら示 した

Faber，そ の 振動エ ネ ル ギーの 鉛直下向き フ ラ ッ ク ス

を議論す る上 で 大気 ・海洋間 の 抵抗係数 の風速依存性

を強調 し た Shay，よ く知 ら れ た 台風 通 過 に 伴 う SST

の低下に つ い て，海洋 の 混合層水深や西岸境界流 の 影

響 を念頭 に お い た 数値 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン を 実行 し た

Jacobの 3人 で ある．また，　GFDL 台風予報モ デ ル を海

洋 モ デ ル と結合さ せ る こ と に よ り，強度予報 が驚 くほ

ど改善 され る とい う Ginis　（University　of　 Rhode

Island）の結果は 印象的で あ っ た ．対象 とす る台風 の 数

日前 に 別の台風が 存在 し た場合は ， 海洋モ デ ル の ス ピ

ン ナ ッ プ の 段階 で 冷水軌跡 を作 っ て お くとい う念の 入

れ方で あ る．結合モ デル に よ る台風予報 が 現業化 す る

日もそう遠 くない か もしれ な い ．

　6．5 セ ッ シ ョ ン 15C （台風 モ デ リ ン グ （2 ））

　的確な進路予報 で 1995年 か ら現業 モ デル として採用

さ れ て い る GFDL 台風 モ デ ル は，1996年 か ら は 北太平

洋西部の台風に つ い て もア メ リカ海軍に よ る予報で 現

業的 に 使わ れ 始め た．論文賞受賞者 の
一

人 で あ る Ben −

der（GFDL ）が発表 した の は そ の結果で ある，彼は 主

と して ，予報 モ デル の 入力 デ
ー

タ に 使用 さ れ た 2種類 の

客観解析デー
タ に よ る違 い に 言及 した．ナ ン バ ー

ワ ン

モ デル の 座が定着した感 の あ る GFDL モ デル に 対 し，

Navy 　 Operational　 Global　 Atmospheric　 Prediction

System （NOGAPS ） モ デ ル 陣営は，　 Goerss（Naval

Research　Laboratory）thts“1996年 の 大西洋 の 台 1虱に 対

する予報結果 の 比較を紹介 した，それ に よ る と，平均

的 に は GFDL モ デ ル の 方 が 優 れ て い るもの の ， 半分 く

らい の 台風 に つ い て は実は NOGAPS の 方が成績が 良

か っ た よ うで ある，い くつ か の 数値モ デ ル に よ る 予報

結果 か ら，状況 に応 じて最 も適切 と思わ れ る結果を 見

抜 く技量 （あ る い は ア ン サ ン ブ ル 予報の 技術）が 求 め

られ る の か も しれ な い ．

　6．6 セ ッ シ ョ ン 13A （1995〜96年の台風）

　ア メ リカ の 現業 モ デ ル の 関係者 は 過去 2年間 の 台風
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シ
ーズ ン は 忙 し か っ た に 違 い な い ．とい う の も台風発

生数が 1995年 は 記録 的 に 多 く，翌 1996年 もか な り活発

で あ っ た か らだ ．まず，Landsea （NOAA ／Hurricane

Research　Division）は ， 大西洋の台風の 発生 ・発達に

関連 す る大規模 要因を 1 つ 1 つ 調 べ た結果，95年 に は

ほ とん ど すべ て の 大規模要囚 が台風活動が活発化す る

傾向を示 し て い た と発表 した ．こ の よ うな大規模要因

に は ， SST ，鉛直シ ア ， 海薗気圧 ア ノ マ リー
， 可降水量 ，

エ ル ニ
ー

ニ ョ と南方振動，それ に準 2年振動な どが ある

ようだ，また，Goldenberg（NOAA ／AOML ）は，大

西洋に お け る 台風活 動 の 変化 を数年規模 の 変動成分 と

10〜20年 ス ケー
ル の 変動成分 と が 重 な っ た もの と し て

説明 し，後者 の 変動 ス ケ ール で の活発期は実は 1988年

か ら始 ま っ て い た と指摘 した ．一
方，Saunders （Uni−

versity 　College　Londen）は ， 95年の記録的な台風発

生 に つ い て は SST が 高 か っ た こ とが支配的な要因で

あ っ た と結論づ けた ，こ れ に 対 して は会場 の Grayか

ら，もっ と総合的 に 見 な くち ゃ い か ん，との 指摘が あ っ

た．熱帯気象学の 巨人 （と誰 か が 称 して い た）Gray は

大 の 数値 シ ミュ レ ーシ ョ ン 嫌 い で 有名で あ る と と も

に ，今大会随
一

の エ ン タ
ー

テ イナーで あ っ た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （筒井純
一

）

t−＿＿＿＿支部だ よ り

関西支部第19回夏季大学 ， 盛会裡 に終了

　関西支部第ユ9回夏季大学は，曄年に 引続き，大阪市

立科学館 に お い て 同館 と の 共催 で 実施 さ れ た ．大阪管

区気象台及び ヒi本気象協会関西本部の後援を受け，実

際 に 多大 の 協力 を得た ．「天気変化 の 仕組み と新 し い 天

気予報」 をテーマ と し，7 月 23日 に丸山健人氏 （東京

学芸大学 ）「大気 の 循環
一

偏西風 か ら QBO まで 」，権藤

光宏氏 （大阪管区気象台）「天気予報 は ど う作 ら れ る

か 」，24日に 里村雄彦氏 （京都大 学） 「局地循環
一

積雲

と海陸風 を中心 と し て ．1，梶原靖司氏（大阪管区気象

台）「メ ソ 天気予報一．そ の現状 と展望
一

」の 4講を持ち，

こ の他大 阪教育大学の 協力 を得 て 大気圧，雲物理 に 関

す る気象実験を実施 し た．本年も会場の 収容人数を は

る か に 越 え る 110名余 の 申込 み が あ り，数 10名 の 方 の 受

講希望に添え な か っ た ．実際の 受講者は 75名で あ っ た ・

　毎回実施 して い る ア ン ケー トに対 す る 回答 か ら見 る

と，QBO に つ い て 初め て聞 く現象と し て受講者に強い

印象 を与 え，海陸風 と い うよ く知 られ て い る と思われ

る 現象に つ い て ， 理 解が深ま っ た と好評で あっ た．ま

た，天気予報 の 2 講 に つ い て もそれぞれ最近 の 成果 が

よ く紹介さ れ た と い う評価が 寄せ ら れ ， 気象知識の普

及 と い う目的を充分 に 果た し た と考 え ら れ る．ア ン

ケ ー
トに は 真剣 な回答が 寄せ られ ， 多様な受講者の姿

が浮き彫 りに さ れ た ．講義内容，時間配分，講義手法

な ど適切 に 集約 し，今後 に 反映させ た い ．

　気象実験 に も大き な関心 が 寄 せ られた。大気圧 に 関

す る 実験 は 身近 な 材料 を 用 い て 行 い 得る 点 に 注 目 さ

れ ， 雲物理 の実験は ビ デ オ カ メ ラ を利用 し た デ ィ ス プ

レ イで
一

層分 か りやす くな っ た ．今後に 期待が寄せ ら

れ て お 0，新規テ
ーマ を開拓して継続す るよう に した

い ．

　関西支部で は夏季大学 を無理な く継続で き る よ うに

す る た め，省力化 に 努め実務を相当整理 ，軽減 し て き

た と こ ろ で あ る が ，受講者 か ら は 予習 の た め テ キ ス ト

事前配布の要望が多 く，これ に応え る よ う適切な 方策

を模索す る な ど，気象知識の普及 とい う目的を よ りよ

く達成す るた め
一

層努力 し た い ．終わ りに ，講演及 び

展示実験，また受付，会場運営な ど の 実務に 当 た られ

た各位に深謝の意を表す る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （関西支部）

1997年 10月 57

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


