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ー

ク シ ョ ッ プ参加報告
＊

Implicitス キ ーム の 有効性 に つ い て 論 じ た．

（余　偉明）

　 2．6　 デ ータ 同化

　本セ ッ シ ョ ン で は ， 2件の講演が あ っ た の み で ある．

1つ 目は，本田 （気象庁）が ，気象庁で 現在開発中 の

非静力学 モ デル （JMANHM ）に基づ い た 4次元変分

法解析 シ ス テ ム に つ い て の 紹介 を行 っ た． 2 つ 目 は，

Bauer （ドイ ツ
，

ホ ーエ ン ハ イ ム 大学）が 2002年の 特別

観測 IHOP （lnternational　H20 　Project）−2002eこ っ い

て 行っ た データ同化実験 の 報告 を した ，MM5 の 3 次元

デ
ー

タ同化 に よる解析 を初期 とした MM5 と LM に よ

る 予報を行い ，総観 ス ケ ー
ル ・メ ソ ス ケー

ル の 予報 は

改善 され るが，局所対流 の 表現が難 しい こ と が示 され

た ，ま た，ポ ス ターで あ る が ，Clark（英国，　 UKMOI

レ デ ィ ン グ大学 ）が現業化 を目指した短期 予報解析シ

ス テ ム の紹介を行 っ て い た．1km ス ケー
ル の 現 象を

タ
ー

ゲ ッ トとす るた めに ，データ 同化 で も 3次元変分

法 とナ ッ ジ ン グ の 併用 な ど の 工 夫を凝 ら し て い た ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （本田有機）

　 2．7　事例解析 と精度評価

　 こ の セ ッ シ ョ ン で は， 6 つ の 発 表 が 行 な われ た．

Rezacova （チ ェ コ ，大気物理研究所）か ら チ ェ コ で 洪

水を 引き起 こ し た ある事例 の LM を用 い た再 現実験

に つ い て の 発表 が あ っ た．幾 つ か の 雲微物 理 パ ラ メ タ

リゼー
シ ョ ン とモ デ ル 領域の 感度実験 を行 な っ て ，そ

れぞれ の 実験 で 計算 された降水量 や降水 の 起 こ る時間

に つ い て レ ーダ観測 との 比較 を示 した ．加 藤 （気象研

究所） か らは2001年 6月 23日 に 九州 で 観測 された豪雨

の JMANHM に よ る 予 報 の 失敗 の 原因 に つ い て の 発

表 が あ っ た．JMANHM に よる予報結果 をそ の 時期 に

行 な わ れ て い た 集中観測 や 衛 星 観測 と比 較 す る こ と

で ，下層 の 水蒸気量 が 実際 よ りも少 な か っ た た め に

JMANHM に よ る豪雨の 予報が 出来な か っ た こ と が

示 さ れ た ．Zangl （ドイ ツ ，ミ ュ ン ヘ ン 大学）か ら は，

1999年 10月24〜25日 に行 なわれた集中観測 を対象 に し

た MM5 に よ る地形性降雨 の 再現実験 に つ い て の 発表

が あ っ た ．MM5 か ら計算 さ れ た 総降水量 が ，観測 よ り

も35％増 え た 原因 と し て，シ グマ 座標 で の 拡散 に よ る

偽の高高度へ の水蒸気輸送を指摘し，そ れ を改善す る

こ とで 15％程度 に 降水量 の 過大評価 を 抑 え られ る こ と

を 示 し た．Schulz（DWD ）か ら は LM に お い て 対流 パ

ラメ タ リゼーシ ョ ン を用 い た場 合に 地形性降雨の降水

量 を山 の 、ヒ流側 で 過大評価 ，下流側 で 過小評価 し て し

ま う とい う問題点に関す る発表が あっ た ．現在 の パ ラ

メ タ リゼ ー
シ ョ ン で は 降水粒子 をす ぐに 落下 させ て い

る が
， そ の

一
部を落下させ ずに 移流させ る よ う に 変更

す る こ と で 現実的な降水量 に 近 づ くこ と が 示 された．

安 永 （地球 科学 技術 総合推 進機構） か ら は Spectral

Boundary 　Coupling （SBC ）法 を導入 した JMANHM
の 長期積 分時 の性能評価 に つ い て の 発 表が あ っ た ．

JMANHM を用 い て 約 2 カ 月間 の 長期積分 を行 な い
，

SBC 法 を入 れ た場合 と入 れ な い 場合 の 計算結果 （海面

気圧 ，地上 の 降水量，降水 パ ターン ）の 比較か ら ， SBC

法 を組み 込 む こ とで 長時間積分時 の モ デ ル 精度が向上

す る こ とを示 した ．Richard （フ ラ ン ス
， ポール ・サ バ

テ ィ エ 大学）か ら は 1999年 9 月 17日 と1999年 9 月2e，

2i 日に 観測 さ れ た 降水 イ ベ ン トを対象に し た幾 つ か の

モ デ ル （MM5 ，
　 MC2 ，

　 MOLOCH ，　 Meso −NH ）を用

い た 比較実験 に つ い て の 発表 があ っ た ．ど の モ デル も

比較的良好な結果 を 示 し ， モ デ ル 間 の バ ラ ツ キはあ ま

り大 き くな い こ と を示 し た．　 　 　 　 　 （安永数 明 ）

　 3 ．分科会の 概要

　 3．1　非静力学 モ デ ル の 評価方法

　本分 科会 で 座長 の Skamarock（NCAR ）と副座長 の

Badlauf （DWD ）の も と で ，非静力学 モ デル を評価 す

るた めの 方法及び テ ス トケース に つ い て議論が行わ れ

た ．ま ず，非静力学 モ デ ル を相 互 評価す る た め に は，

ア ク セ ス の しやす い 共通 ドキ ュ メ ン トを整備す る必要

があ る と い う共同認識を得た ．す な わ ち，何を対 象に ，

どの ように 初期値 を与 え，どの よ うなパ ラ メータ で実

行 す る等で あ る．そ の 情報 を今後イ ン ターネ ッ ト上 や

学会誌 の よ うな情報誌 に 載 せ る 方針 が 決 ま っ た．次 に ，

テ ス トケース に お け る実行例 を用意す る必要が ある．

テ ス トケース と し て 大 き く分 けて 2 つ の 場合が考え ら

れ た．具体的に ， 1 つ 目に は 山岳を伴う場合 の ケー
ス

（静止 大気 ポ テ ン シ ャ ル 流，2 次元 お よ び 3 次元 の 山

岳波）が提案 さ れ た ．山岳波 で は ，

一一
様流 を与え た と

きに加 え，鉛直 シ ア が あ る場合 に つ い て も行 う． 2 つ

目 に は 山岳 を 伴 わ な い （平地 の ）場合 に ，降水 を伴わ

な い （ドラ イ）ケース （
一

様流，重力流 ， 冷た い ／暖か

い バ ブ ル を初期値 に与 え る ケー
ス ，内部 重 力波） と 降

水 を伴 う （ウ ェ ッ ト）ケー
ス （Kesslerス キ

ー
ム に よ る

湿潤対流 ）が 提案 さ れた．対流現 象 で も ドラ イ の バ ブ

ル 対流 の再現実験 や ， 湿潤な ス コ ール ラ イ ン の シ ミ ュ

レ ーシ ョ ン等を行う．　　　　 （加藤輝之 ・余　偉明）
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