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へ の 影響 と言 えぼ や は り海洋の応答を抜き に は で き な

い だ ろ うと考え ， 太陽活動 の 影響 の 中で も眉唾 もの と

見 られ て い る，太陽活動に よ る ENSO サ イ ク ル の 変調

に つ い て講演を行 っ た．対流圏 2年周期変動 で 知 られ

て い る よ うに ，モ ン ス
ー

ン の 変化 と ENSO は関連 して

お り ， 上記の van 　Loon の 結果 も太陽活動 に よ る成層

圏子午面循環 の 変化と関連 した
一

連 の結果 と して 理解

で き よ う．

　Hood （米
・
ア リゾナ大学）は ， 赤道域の下部成層圏

の 気温 や オ ゾ ン に 見 られ る 太 陽周期 と 同期 し た 変動

は，太陽紫外線 に よ る オ ゾ ン生成の 変化 と い う よ り，

プ ラ ネ タ リ
ー

波 の 活動度 の 変化 に 伴う子午面循環の 変

化 の 結果 で あ る こ と を 示 し た ．こ の シ ン ポ ジ ウ ム で 示

さ れた多 くの 結 果 は，成層圏 に 見 られ る太陽活動の 影

響 は力学的効果 を通 じ て成層圏界面付近 か ら下層 へ と

伝わ っ て きた もの だ とい う見方を支持 して い る と い え

る だ ろ う．こ れ ま で 明確 に は 表明 し て い な い が ，Salby

は太陽活動 の 影響 は下部成層圏 か ら始 まる と 見 て い た

よ うだ ．しか し，こ の 会議で彼は初 め て 「太陽活 動 の

影響は ど こ か 上 の 方 か らや っ て

’
くる」 と い う よ うな事

を ち ら っ と 言っ て い た ．こ れ を 聞 き逃 さ な か っ た

Grayは 喜 ん で い た．中層大 気 に お け る太 陽活動の 影

響 の 理 解は少 し進展 して きた よう に 思 える，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小寺邦彦）

　 6 ，雪氷 圏 の リ モ
ー

トセ ン シ ン グ （JSHOI ：The

　　　Remote 　Sensing　of 　the　Cryosphere）

　本 シ ン ポ ジ ウ ム は， 7 月 7 日 の 午前午後 と 8 日の 午

前 に 口頭発表 ， 7 月 8 日午後を コ ア タイム と した ボ ス

タ
ー

発表 と し て 行な わ れ た．こ の うち，筆者が参加 ・

発表し た 8 日 の ポス ターを中心 に 報 告を した い ．

　まず第一
に ，全体 と し て キ ャ ン セ ル が多 く （発表予

定13件中 ， キ ャ ン セ ル 8 件）少 々 さ び し い 雰囲気 で あ っ

た．そ の 反面 ， 時間 も空間も十二 分 に余裕 が あ っ た た

め，個 々 の 発表 に つ い て 納得が い く ま で説明を受 け，

発 表者 と話 し合え た 点で は 良 か っ た の で はな い か ？

と も思 っ た ．

　ポ ス ター発表 を内容で 大 まか に 分 け る と， 2 件 が 氷

河 の 長期変動 と海氷の熱輸送 の モ ニ タ リン グ，残 り 3

件が広義 で 言う観測手法 で あ っ た．キ ャ ン セ ル が多 い

中で行わ れ た発表 は ど れ も興味深 い もの だ っ た が，た

と えば，榎本 （北見工 業大学〉は，SSM ／1の マ イ ク ロ

波観測 データ な どか ら海氷厚 の 分布 と移動 を抽出し，

そ の 積か ら海氷が輸送す る 熱量 フ ラ ッ ク ス を推定す る

と い うもの だ っ た ．オ ホ
ー

ツ ク海 に つ い て の 年々変動

の解析で は ， 面積で 見 た海氷勢力は こ こ 数年増 し て い

る に もか か わ らず海氷 が 運 ぶ 熱量 は こ こ10年ほ ど は
一

貫 して 減少し て い る とい う報告 に 大変興味を持 っ た．

　筆者 の 発表 を含む観測手法的な 3発表は どれ も独自

の 専 門 的手法 だ っ た ．例 え ば，若松 （IARC ）は 海氷 の

追跡 か らメ ソ ス ケー
ル 擾乱を抽出す る た め に ， 氷の移

動モ デ ル を 工 夫 し て 海氷 リモ
ー

トセ ン シ ン グ へ の 応用

を目指 した もの で あ っ た．一方， Sinisalo（フ ィ ン ラ ン

ド・ラ ッ プ ラ ン ド大学）の 発表 は，50，100，800MHz

帯 の 積 雪 レ ーダーで 比較観測 し た も の で ， 積雪の層構

造 を調 べ る上 で の レ
ーダー

の 有効性 を示 し て い た．

　 口 頭 発表 も キ ャ ン セ ル が多す ぎて，少 々 だ れ た 印象

を禁 じえ な か っ た．内容 として は，コ ン ビーナ ーの

Armstrong （米 ・NSIDC ）を筆頭に マ イ ク ロ 波 を使 っ

た大陸規模の リモ ートセ ン シ 7グ手法 に つ い て の 報告

が数多くあ っ た．マ イ ク ロ 波 リ モ ートセ ン シ ン グ手法

に つ い て は そ れ な りの コ ミ ュ ニ テ ィ をな して お り，活

発 な議論が 行わ れ て い た ．ま た ， 島村 （都立大学）や

Dokken （ノ ル ウ ェ
ー・コ ン ピ ュ

ーテ ィ ン グ セ ン ター）

らの 発表な ど，現地調査 も重視 した積雪 リモ
ー

トセ ン

シ ン グ手法 の 高度化 の た め の 意欲的 な 取 り組み も見 ら

れ た ．

　 個人的な感想 で あ る が，AMSR や AMSR −E な どの

セ ンサ ーに つ い て の 発表 もあ り，最新 の マ イ ク ロ 波 リ

モ
ー

トセ ン シ ン グ に つ い て の 雰囲気を知る こ と が で き

た ．そ の
一

方 ， GLI 関連 に つ い て は，強 い て い えば 筆

者 の ポ ス タ
ー

発表 （波長帯利用 に よ る積雪 ・植生指標

の AMSS データ な ど へ の 適用）が ，そ の 基礎研究 と し

て 関連す るの みだ っ た の が 少々残念で あっ た．

　 最後に ， 筆者が不参加だ っ た 7 日の 発表 の 様子 に つ

い て は，松山　洋 さ ん （都立大学）か ら ご感想を い た

だ い た． こ こ に 記 し て 感謝 い た し ます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本谷 研 ）

　 7 ．高解像度気候 モ デル と地球シ ス テ ム 統合モ デ ル

　　　（JSMe1 ：Toward 　High 　Resolution　Climate

　　　Models　and 　Earth 　System　Models ＞

　 こ の セ ッ シ ョ ン は，ス
ーパ ーコ ン ピ ュ

ータ の高度化

に 伴 い 近年 の 進歩 が 著 し い 高解像度気候 モ デ リ ン グ や

地球 シ ス テ ム 統合 モ デ リ ン グ に つ い て ，現状認識 を広

く共 有 し 問 題 点 を 議論す る 目的で ，住 （東京大 学

CCSR ）ら の呼びか け に より行われ た．6 月30日か ら 7

月 1 日の 2 日間に わ た っ て ，31件の 発表があ っ た．
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　 1 日目午前 の セ ッ シ ョ ン で は，地 球 シ ミ ュ レ ータ

（ES ：Earth　Simulator）を利用 し た高解像度モ デ ル に

つ い て ，そ の 現状 と今後 の 見通 し に つ い て 紹介す る発

表，お よび積雲対流パ ラ メ タ リゼー
シ ョ ン を雲解像 モ

デ ル で 置 き 換 え る
‘
super 　parameterization

’

に つ い て

の発表が 目立 っ た．雲解像モ デ ル を用 い て ，気候モ デ

ル に お い て も 雲 を 陽 に 取 り扱 う と い うア イ デ ア は
， 近

年 の 計算機 パ ワーの増大を背景に ， 現実性の あ る選択

肢 と な っ て き た．全球を雲解像 モ デ ル で 覆う に は ES

で も不足気味 で あ る が，Khaireutdinov（米・コ ロ ラ ド

州立大学）や Arakawa （米・UCLA ）の よ うに 低解像

度 の GCM に 2 次元 の 雲解像モ デル を組み 合わ せ
，

パ

ラ メ タ リゼーシ ョ ン と同様に 統計的手法 と併用す る と

い っ た 使 い 方 は ， 大規模な超並列 シ ス テ ム が 多 い 米国

で も利用 しや す い ア プ ロ
ー

チで あ り，得 られた知 見 を

積 雲対流 パ ラ メ タ リぜ 一シ ョ ン へ ど の よ う に，ど の 程

度還元 さ せ られ る か を含め，今後 の 展開 に 注 目す る必

要が あ ろ う．　　　　　　　　　　　　　 （井上 孝洋）

　 1 日目午後 は，引き続 き ES に お け る 高解像度 モ デ

ル 開発の 現状 に つ い て報告 が 行 われ た．こ の ほ か ，モ

デ ル に よ る 現在気候 の 再現性 や大 気 中 CO ，増 加 に対

す る 応答 が 解像度 の 増加 に よ り どの よ う に 変化 す る か

評価 し た 研究が 紹介 さ れた．岩崎 （東北大） は マ ル チ

ネ ス ト し た領域 モ デル を用 い て層積雲 の 再現実験 を 行

い ，モ デ ル 解像度 を上げ る こ とに よ り異 な る 雲水生成

メ カ ニ ズ ム が働 く こ と を 示 した ．Wood （英 ・ハ ドレ ー

セ ン タ
ー

）は大 気海洋結合 モ デ ル IladCM3 をべ 一ス に

海洋 の 解像度 を上 げた結果か ら，赤道太平洋の 不安定

波動 や エ ル ニ
ー

ニ ョ の 表現 が 改善 さ れ た 様子 を報告 し

た．モ デル の 解像度 を上 げて 現実再現性を向上 で き た

場合，さ ら に 何故
・どの よ うに し て 再現性 が 向上 し た

か を議論 し理解 を深 める必要 があ る．その た め に は 上

記の 研究の 様 に 同
一

の 物理過程を 用 い て 解像度 の み 変

化 させ ，得られた結果を異な る解像度で 比較す る方法

が有効で あ り，そ の 重要性は今後さ ら に 増 す と考 え ら

れ る．　　　　　　　　　　　　　　　 （小倉知夫）

　 2 日 目の 午前は，高解像度海洋 モ デ ル を話題 と した

内容で あ っ た．海洋 の 中規模渦が モ デ ル で 表現 さ れ る

に は，少な くと も 1 ／4度程度 （渦許容 モ デル ），あ る

程度 正 確 に 表現 す る に は 1／10度以 上 （渦解像 モ デ ル ）

の 水平解像度が 必要 と な る．ES を は じ め と した 高速

計算機 の 登場 に よ り， こ れ ま で の 計算 機 で は 困難 で

あ っ た 中規模渦 が 表現 さ れ る 全球 的 な 海洋 モ デ リン グ

が 可能 と な っ て き た ．今 回 の セ ッ シ ョ ン で は，そ の よ

うなモ デ リ ン グの結果が 次々 と発表さ れ，黒潮 の 離岸

が ど うな るか ，衛星 の海面高度 デ
ー

タ との 比較 に よ り

変動が どの 程度現実的に再現 さ れ て い るか 1 な どが 報

告 され た ．現時点 で は まだ モ デ ル が とりあえず動 き始

め た段階で あ る が ，
こ れ ま で 経験 の な い 全球的 な渦許

容，渦解像 モ デ ル が 現実 の 海洋 を理解 す る強力な道具

と な る こ とが 期待さ れ る．そ の た め に は，今後 さ ま ざ

ま な視点 か ら モ デル の 結果 が 解析 され，現実 との ， あ

る い は モ デ ル 同士 で の 比較が 重 ね られ て い く必要 が あ

る だ ろ う．　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 （岡　 　顕）

　 2 日目の 午後 は，地球 シ ス テ ム 統合 モ デル の 話題 と

そ の 他の 話題 に つ い て で あ っ た ．従来 の 気候 モ デ ル に

炭素循環，生 態系，大気化学な ど の モ デル を統合 し ，

そ の 相互 の フ ィ
ードバ ッ ク を表現 す る地球 シ ス テ ム 統

合モ デ ル が ，世界 の い くつ か の 機関 で 開発 さ れ始 め て

い る．Mechoso （米 ・UCLA ） は，　 Earth　System

Modeling　Framework と呼 ば れ る 統合 モ デル 開発 の

ため の イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ を紹介 した ．河宮 （地球

フ ロ ン テ ィ ア ）は，ES 上 で の 利用 を目指 して 開発 が 進

め られ て い る 日本 の 統合モ デ ル を紹介 し た ，

　　　　　　　　　　　　　（河宮未知生 ・江守正多）

　全体 を通 じ て ， 日本で は多 くの 研究者 が 当 り前 の よ

う に 高解像度 モ デ リ ン グ に取 り組む よ う に な っ て し

ま っ た が 1 他の 国 で は そ れ が 必 ず しも当 り前 で な い 分

だ け，高解像度 モ デ リン グ に取 り組む 研究者が そ れ な

りの覚悟 と考え を持 っ て い る よ うに 感 じ られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （江守正多）

　 8．沿岸域の大気 ・海洋 ・陸域相互 作用 （JSMO3 ：

　　　Land −Ocean −Atmosphere 　Interactions　in

　　　the　Coastal　Zone）

　IAMAS ・IAPSO ・IAHS の 共催で あ っ た 本 シ ン ポ

ジ ウ ム は ， 大会第 2 週の 7 月 8 日 に i！頭発表 が ， 9 日

に ポ ス ター
発表が 行 われ た．口 頭 発表 は 申 し込 まれ た

17件 の うち， 5件 が キ ャ ン セ ル とな っ た．

　午前 は 6件の発表が あ っ た ．Minihane （米
・
ス タ ン

フ ォ
ード大学 ） は，共著者 の Kooi が オ ラ ン ダ の 研究

機関 に 属 して い る の も関係 して か ， 過去 2 万年に お け

る 海岸付近 で の 海水／淡水遷移帯が 平衡状態か 否 か に

つ い て， 2 次 元 数 値 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン で 研究 し た ．平
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