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　 1．は じめ に

　2005年10月 5 日〜 6 日 に 第 7 回非静力学モ デル に 関

す るワーク シ ョ ッ プ 「非静力数値モ デ ル の現状 と将来

展 望 」（主 催 ： 日本気象学会非静力学数値 モ デ ル 研究連

絡会 ・東京大学海洋研究所，後援 ：気象庁） が 東京大

学海洋研究所で 開催さ れ た ．

　高精度非静力学 モ デル を利用 した 気 象及 び気候研究

の 推進・
力学 フ レ ーム の 開発

・物理 過程 パ ラ メ タ リゼ ー

シ ョ ン の 開発 に 関す る情報 交換 の 場 と して 始 ま っ た 本

ワーク シ ョ ッ プ も 7回 目を数え，毎年秋の行事 と して

す っ か り定着 した感があ る．今 回 は，東京大学海洋研

究所 の 共 同利用研 究集会 と して 開催 された こ と もあ

り，気象学関係 者だ け で な く海洋物理 学関係者 に も参

加 を呼 び か けた と こ ろ，非 静力学 モ デ ル を用 い た大

気 ・海洋結合モ デ ル な どい くつ か の興味深 い 話題提供

をい た だ くこ とが で き た （2．1節）．

　 こ の 1 年 の う ち に 気 象 庁 で は 現 業 予 報 モ デ ル

JMANHM （Saito　 et　al ．，2〔｝05） と して 非静力学モ デ

ル が運用 さ れ始め （2004年 9 月），
モ デル の性能が 日々

検証 さ れ る よ うに な っ た （2，5節）．2006年 3 月 に は モ

デル の 水平分解能が 5km へ と 更 に 高解像度化さ れ る

予定で あ る と い う．気象庁だ けで な く，い くつ か の 大

学 で も，MM5 （The 　Fifth−Generation　NCAR ／Penn

’ Seventh　Workshop　on 　Non −hydrostatic　Modeljng ．
＊ 1Hiroshi

　NIINO ，東 京 大 学 海 洋 研 究 所．
＊ 2Keita

　IGA ，東京大学海洋研究所．
’ 3Hiromu

　SEKO ，気 象 研 究 所 予 報研 究 部．
＊ 4Masanori

　YOSHIZAKI ，気象研究所予 報研究部．
15Toshiki

　IwAsAKI ，東北大学大学院理 学研究科．
＊fi

　 Kazuo　SAITO ，気象研究所予 報研究部．
’TTakehiko

　SATOMURA ，京 都 大 学 大 学 院理 学 研 究

　 科．

◎ 2005　 日本 気 象学 会

State　 Mesoscale　 Model ；Grell　 et　 al ．，1994）や

CReSS （Cloud　Resolving　Storm　Simulator；坪木 ・

榊原，2003）な どを用 い た予報が 日々行われ る ように

な っ て き て い る
t
．当然，非静力学 モ デ ル に 必要 な 様 々

な物理 過程 に 関す る信頼 で き る パ ラ メ タ リ ゼ ーシ ョ ン

が求め られ る よ うに な っ て きて い る（2．5T　 2．7節）．ま

た ，雨 ・雪な ど の 降水粒子 や 雲粒子 を陽に 扱う こ とが

で き る非静力学 モ デ ル に 適用可能な 各種 デ ータ の 同化

の 研究 が ，よ り良 い 初期値 の 作成 を求 め て 急速 に 進展

し つ つ ある （2．2節）．

　厳 しい 検証 を経て 改良さ れ た モ デル は，個 々 の 事例

の 再現実験 ・理想化実験等，様 々 な形 で 利用 され，現

象 の 解析 や メ カ ニ ズ ム の 理 解 を 行 う上 で 不 可欠 な ツ
ー

ル とな りつ つ あ る（2．3，2．4節）．また，集 中豪雨な ど

の 顕著現象は，ア ン サ ン ブル 予報等 に よ り見逃 しが な

い よ うに 予知 した い が，ど の よ うな ア ン サ ン ブ ル 予報

を行 うの が良 い の か に つ い て，様々 な角度か ら研究が

進 め られ つ つ ある （2．3節）．か つ て は夢 で あ っ た積雲

対流を （何 とか ）解像す る 全球非静力学モ デ ル も，地

球 シ ミ ュ レ ータ の 出現 を 得 て 現 実的 に な りつ つ あ り，

様々 な モ デ ル 開発 が行わ れ る と共 に ， 興 味深 い 成果 が

出つ つ あ る （2．6節 ）．

　 こ の ように ，こ の 1 年間で ，非静力学モ デ ル と こ れ

を 用 い た研究は大き く進展 し，そ の応用範囲 を着実 に

広 げ て きた．そ の 成果を集 め た今回 の ワーク シ ョ ッ プ

は ， 初 日76名 ， 2 日目69名の 参加を得て，大変盛況 で

あ っ た．講演 内容 も非常に多彩で ，活発な議論 が 行 わ

れ，大い に知的興味を満足させ られ る集会 とな っ た，

以下 で は ， 各セ ッ シ ョ ン の 座長 に 講演内容 の 概要を紹

†

　例 え ば，http：〃 net 、cive ．gifu −u．ac ．jp！：http：〃 www ．

　 rain ．ihas．nagoya −
u ．ac ．jpfCReSS／fcst−exp ．html ；

　 http：〃 www ．hc．keio．ac ．jp／earth ！ssh／jpn！pdf／Epdf
　 な ど．
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介し て も ら うこ と に す る．

　なお，更 に 詳 しい 講演内容 （1講演 当 り 2 ペ ージ）

は，pdf フ ァ イ ル 化 さ れ た ワ ーク シ ョ ッ プ 予稿集 が 日

本気象学 会非静力 学数値 モ デ ル 研 究連絡会 の ホーム

ペ ージ （http：／／wind ．geophys ．tohoku ，ac ．jp／
nonhydro ／workshop ／）か らで 入手で き る の で ， 参照 い

ただ きた い ，

　最後に な っ た が，本 ワ ーク シ ョ ッ プ の 準備 に あた っ

て，気象庁数値予報課 の 藤田　司予報官に は大変お世

話に な っ た ．深 く御礼申 し上 げ る．　　 （新野 宏）

　 2 ．セ ッ シ ョ ンの 概要

　2．1 海洋 モ デ ル と大気 ・海洋結合 モ デ ル

　本 ワ
ーク シ ョ ッ プ は ， 大気モ デル の開発やそれを用

い た 研究 の 発表 が 中心 で あ り，次 セ ッ シ ョ ン 以降は 全

て大気モ デル に関す る もの で ある．しか し，海洋 に お

い て も，取 り扱 う現象 や ス ケ ール に よ っ て は 非静力学

モ デル を必要 とす る の は大気 の 場合 と同様で ある，本

セ ッ シ ョ ン で は海洋 の モ デル あ る い は大気 ・海洋結合

モ デル の 開発 ・研究 の 発表 が 行われ た．

　ま ず相木 （地球環境 フ ロ ン テ ィ ア 研究 セ ン ター） ほ

か は，成層流体中 の 等密度面 を横切 る方向の 運動量輸

送の
一
形態で あ る 「層厚形状抵抗」の定式化 を行 っ た．

また ， 渦解像 の 全球海洋 モ デル の 結果 か ら 層厚形状抵

抗の 大き さ を見積 り， 風応力に よ る海洋駆動 と同 じ

オーダーに な りう る こ と を示 し た，中低解像度 の モ デ

ル で ， 渦に よ る運動量輸送 をパ ラ メ タ ラ イズす る際に

は 軽 く扱えな い 効果 で あ る と言え る．

　続 い て高橋 （地球 シ ミ ュ レ ータセ ン ター） ほ か は，

地 球 シ ミ ュ レ
ー

タ セ ン タ
ーで 開発 し て い る，Ying−

Yang 格子 を用い た非静力学の 大気海洋結合モ デル の

概要 と特徴 を紹介 し，また モ デル に よ る計算結果例を

示 した ．計算例 と して は，大気部分 に つ い て は，台風

進路 と強度 予報を行 っ た結果な ど が 示 さ れ ， 海洋部分

に つ い て は，北太平洋 の 気候値 を再現 す る 計算結果 な

どが 示 さ れ た。い ずれ に お い て も妥当な結果が得 られ

る こ とが確認 され，さらに 高精度 ・高速化を目指し て

い る．

　また 石川 ・里村 （京都大学）は ， 雲解像の 3 次元非

静力学大気 モ デル に 海 洋混合層 モ デ ル を結合 さ せ た モ

デル を開発 し ， 熱帯域の積雲対流や そ れ に伴 う大気海

洋 相 互 作 用 に 関 す る 数 値 実 験 を行 っ た ，TOGA −

COARE に お い て観測さ れ た下層で西風 中層で東風

の 背景場 に 個 々 の 積雲 を与 えて こ の モ デル を時 間積分

した結果，雲対流 が階層構造 に 組織化 され て い く様子

が再現 で き た ．ま た降水域が西進す る様子 が示 さ れ ，

そ の メ カ ニ ズ ム と し て は，東西風の 鉛直 シ アーが 重要

で あ る と示 唆さ れ た．　　　　　　　　 （伊賀啓太）

　2．2　デ
ータ 同化

　本 セ ッ シ ョ ン で は，JMANHM の 変 分法 同化 シ ス テ

ム に実際の観測データ を同化 した結果や問題点が報告

さ れ た ．川畑 （気象研究所 ）ほ か は，積雲対流を陽に

表す 格子 2km の 4 次 元 変分 法 シ ス テ ム （NHM −4

DVAR ）に ，空港 ド ッ プ ラーレ ーダ の 動径風や GPS 可

降水量 ， 地上観測データ を同化 し，1999年 7 月の 練馬

豪雨 を引 き起 こ した対流の 発生 や発達の様相が再現で

きた こ と を 示 し た 。都市域の 局地的豪雨 を引 き こ し た

対流の 発生の様相 は，現実の細か な収束や水蒸気量 の

分布 を同化し た初め て の報告で あ り，興味深 い もの で

あ っ た．本田 （気象庁 。数値予報課）は ， 簡略化した

湿 潤 過 程 を組 み 込 ん だ 4 次 元 変 分 法 シ ス テ ム

（JNoVA ＞を2004年 7 月の福井豪雨に 適用 した．現業

メ ソ 数値予報 シ ス テム で は 9時間先 まで し か 予報で き

な か っ た豪雨 を ， JNoVA で 作成 した 初期値 で は 12時

間以上持続で きた こ と が 示 さ れ た．更に湿潤過程を高

度化 す る た め に 雲物理過程 を含 む JMANHM の 線形

性を調査 し，格子 ス ケ ー
ル の構造 をもつ 擾乱が急成長

し て し ま う問 題 が あ る こ と を 明 ら か に した ．最後 に ，

西嶋・本田 （気象庁 ・数値予報課）は，JNoVA を 3次

元変分法同化 シ ス テ ム と して 用 い ，地上 デ
ー

タを同化

した結果 を報告 した．気温 と地上風 を同化す る と， 冬

季 の雪雨判定や水平 シ ア の 位置 の 予報が 向上 し，特 に

温度分布 が 改善 さ れ る こ とが 示 さ れ た．風の 同化 に っ

い て は，地上風の代表性が悪 く，非等方性 も考慮 した

方 法 を検 討 し て い る こ と が 報 告 さ れ た ．こ れ ら の

JNoVA の成果の報告か ら ， 非静力学モ デル の 4 （3）

次元 同化 シ ス テ ム 用 い た 予報精度の 向上 が ，す ぐそ こ

ま で来て い る こ とが感 じられ た．　　　　 （瀬古　弘）

　2．3　降水系

　本 セ ッ シ ョ ン で は 6 つ の トピ ッ ク ス を話 し て も ら っ

た．まず川島 （北海道大学低温科学研究所）は寒冷前

線降雨帯の コ アー
ギ ャ ッ プ構造 の 再現結果 を 示 し た．そ

の成因は ， 主 に鉛直シ ア流の 不安定に よる もの で あ り，

こ れ ま で 言わ れ て き た水平 シ ア の 不 安定 で は な か っ

た．瀬古 （気象研究所） ほ か は 大阪管区気象台 との 地

方共同研究 の 成果を紹介 した ．大阪付近 で 見ら れ た 線

状降水帯に注目して ， そ の発達 とまわ りの環境を調べ
，

そ れ が バ ッ ク ・ア ン ド ・サ イ ド ・ビル デ ィ ン グタイ プ
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で ある こ と を示 した ．橋本 （地球科学技術総合推進機

構 ） ほ か は，融解層 の 近辺 に お け る 乱流過程の 混合距

離 の 依存性 な ど を調べ
， 雲凝結が増 え る の は融解熱 に

よ る冷却 と そ れ に よ っ て 励起さ れ る対流 に よ る こ と を

示 した．安永 （海洋研究開発機構〉は西部熱帯太平洋

上 で 高度4．5−6km に頻繁に見 られ る層状性雲の 生成

に つ い て ， 鉛直 シ ア等 の 役割 を調 べ た ．そ の結果， 鉛

直 シ ア が 強 い 時 に 高度 5km 付近 に 層状性雲 が で き や

す い と い う こ と で あ っ た ．日下 （電力中央研究所） ほ

か は，WRF （Skamarock 　et　al ．，2005） と MM5 の 比

較解析 を平成 16年新 潟 ・福島豪雨 を 例 に 行 い ，WRF の

方が シ ャ
ープな構造 を再現す る こ と を示 し た．ほ か に

も関東地方 に お け る ヒートア イ ラ ン ドやオ ゾ ン 輸送 の

話題 も紹介 し た，斉藤 （気象研究所） ほか は，全球 ア

ン サ ン ブ ル 予報 の 領域 モ デ ル に よ る ダ ウ ン ス ケ ール 実

験 を行 っ た ，平成16年新潟 ・福島豪雨 や 台風 の 事例 に

っ い て，全球 ア ン サ ン ブ ル の 摂動 に 対応す る メ ソ モ デ

ル の 予報 と，予報結果 へ の 境界条件の影響に つ い て 論

じ た ．

　私が 担 当 した セ ッ シ ョ ン で は 理 論的 な も の か ら現業

的な もの ま で と多岐に わ た っ た独立 した話題だ と思 っ

て い た ．と こ ろ が ，ワ
ーク シ ョ ッ プ か ら帰っ て 金 田幸

恵氏 （地球科学技術総合推進機構） と雑談 した時 に ，

橋本氏 と 安永氏 と は融解層 に ま つ わ る不安定成層 と い

う共通 の 話題 で は な い か と い う指 摘 を受 け た ．実際橋

本氏 の 話題 は水 と氷が 共存すれ ば不安定成層が で きる

とい う こ とで あ り， 安永氏は観測か ら融解層付近 に 雲

が 多 く見 られ る との こ とで あ る．もし不安定成層が相

変化を通 して 対流 圏中層で あ り得るの で あれ ば，そ こ

で 雲 の 存在頻度が 高く な っ て も不思議 で は な い ．別 の

話題 とな るが ， 雲 に は 10種雲形 が あ り そ れ ら は 3 つ （高

層雲 ， 中層雲，下層雲）の高度で代表され る とい われ

て い る．こ うした 存在は気象学の 常識で はあ る が，個

人的に は つ ね つ ね 中層雲 の 形成メ カ ニ ズム や そ の存在

頻度 に 対 し て 疑問 に 思 っ て い た．し か し，不安定成層

が相変化を通 して 対流圏中層 で 起き る とな る と ， そ の

疑問 に 対 す る 答 え が 見 え た 気 が し て 非常 に 嬉 し くな っ

た ．奇しくも，金田，橋本，安永の 3氏 は気象研究所

で RR2002とい うプロ ジェ ク トで地球温暖化問題に取

り組ん で き た仲間 で ある （安永氏は 4 月か ら海洋研究

開発機構に移籍 ）．今後問題意識 を発展 さ せ て ，こ の よ

うな研究が さ ら に推進す る こ とを期待 し た い ．

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 （吉崎 正 憲 ）

　2．4　台風 ・低気圧

　 こ の セ ッ シ ョ ン で は梅雨前線上 の メ ソ 低気圧 と台風

に 関す る 3件の研究発表 が な さ れ た ．山田 （海洋研究

開発機構 ） は 2003年梅雨期 に中国大陸上 で 発生 した 7

つ の メ ソ α 低気圧 に つ い て，RANAL を初期値・境界

値 と した水平格子間隔 5km の CReSS 　Ver　2．1を用 い

た 再現実験 を行 っ た，そ の 結果 18時間後 の 低気圧 の 位

置は 150km 程度の ず れ で 再現 さ れ，降水量 は観測の半

分程度 と な っ た．ま た，モ デ ル で は前線南側 での 降水

が再現 さ れ な か っ たが，水平格子間隔 lkm の モ デ ル

を 5km モ デ ル の 結果に ネ ス トして 計算 した と こ ろ ，

風上 の 山 に よ っ て 励起 さ れ る対 流 が 表 現 さ れ る よ う に

な り，よ り現実的な降水が見られ るよ うに な っ た．

　加藤 （気象研究所）は 日本海 に 入 っ て も勢力を維持

し，北海道に 強風被害を もた ら した 台風 0418号 に つ い

て，水平格子 間隔 5km の 気象庁非静力学 モ デル を用

い て 調 べ た．台風 の 西側 上 空 か ら は高渦位の領域 が接

近 し て い た が ，凝結熱を取 り除 い た 感度実験 に お い て

は ， 台風の勢力が 12時間に 20hPa も衰え，絶対渦度 も

急激 に 減少 した こ と か ら，そ の 勢力維持 に は 凝結熱 の

効果が重要で あっ た こ とがわ か っ た．絶対 渦度 の収支

解析 に も と づ き，上空の 高渦位領域 の 果た す役割に つ

い て も考察が あ っ た ．

　 沢田 ほ か （東北大学大学院理 学系研究科） は 理想化

し た 台風 の 数値実験 （水平格子 間隔 5km ）を用 い て 氷

晶過程 の 有無が台風の発達や構造に及ぼ す影響 を調 べ

た ．warm 　rain だ け に し た 実験 と の 比較 に より，氷晶

過程を考慮 した 実験 で は渦 の 発達 が 遅 く，最終的な強

度も弱 くなる こ と，また 目の 大き さや 最大風速半径が

小 さ くな る こ と を示 した ．い くつ か の 感度実験 の 結果

か ら，最大強度 の 低下 は 下層 の 水蒸気量 の 減少 に よ っ

て生 じ，発達の遅れ は cold 　poolの形成に よ る下層の

吹き込 み の抑制に よ る こ とが 示唆 さ れ た．（新野 　宏）

　 2．5 現業 モ デル

　 こ の セ ッ シ ョ ン で は 気象庁 の 次期現業予報 モ デ ル に

関す る 3件 の 報告 が あ っ た ．荒波（気象庁数値予報課）

ほ か に よ る最初の 講演 で は，2006年 3月 か ら運用 が計

画 され て い る 次期 モ デ ル の 概要が 紹介さ れ た．水平解

像度は現行の 2倍 （格子間隔が約 5krn）で ， 放射，雲

物理，積雲対流 境界層 ， 陸面 な ど の パ ラ メ タ リぜ一

シ ョ ン ス キーム に も改良が施 され て い る．注意報や警

報な ど の 防災情報作成支援 を 目 的 と し て い る た め ，予

報の 実施回 数 は 1 日 4 回 6 時間毎か ら 8 回 3時間毎に

倍増 さ れ る．た だ し，予 報時間 は 18時間 か ら15時間 に
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短縮し て い る．降水 の 検証 に よ れ ぼ，現在運用中 の モ

デル （格子間隔1  km ）に較 べ
， 強雨の頻度と予報精度

を改善 し て い る こ とが 確認 さ れ た．大森 （気象庁数値

予報課 ） ほ か は 積雲対流 パ ラ メ タ リゼ ーシ ョ ン に つ い

て報告した ．格子間隔 5km は微妙な解像度で あ る．積

雲対流を直接表 現す る に は 解像度 が 不足 し て お り，パ

ラ メ タ リゼーシ ョ ン す る に は細か す ぎ る．実用的な観

点 か ら，Kain−Fritschス キーム と Gre！1ス キーム の 雲

物理過程 との併用 に よ る改善 を図 っ た ．前者に つ い て

は 降水形成過程 や対流 の 発生条件 ・寿命な ど を調整 し

て ， 降水頻度を現実に近づ け ， 予報精度が改善す る こ

と を示 した ．後者に お い て は エ ン トレ イ ン メ ン ト率を

調整し て ， 温位 ・比湿の変化率の鉛直 プ ロ フ ァ イ ル を

KF ス キ
ーム に近づ け，予報特性や精度が 改善す る こ

と を示 し た．原 （気象庁数値予報課） は 5km 化 に向

けた地表面 ・陸面過程 の 開発 に つ い て 報 告 し た．現状

で は JMANHM で 予 報 さ れ た 地上風 や 地上 気温 な ど

の 地上気象要素 に は 日変化が 十分表現 さ れ な い ．こ の

ため，粗度や wetness ，熱容量 な どの 地表面 パ ラ メー

タ を更新 し，地上 物理 量 の診断法 （モ デ ル の レ ベ ル か

ら実測 レ ベ ル へ の 内挿）を見直 して，夜間の バ イ アス

を 改善 した ．特 に，中西
・新野 の協力 を得て Mellor−

Yamada の レ ベ ル 3 の ク ロ ージ ャ
ース キーム の 導入

に も取 り組ん で い る．　 　 　 　 　 　 　 （岩崎俊樹）

　 2，6 全球 モ デ ル

　本セ ッ シ ョ ン で は，全球 非静力学 モ デ ル に 関連 した

5 件 の 講演 が あ っ た．新 しい 全球 モ デ ル や 雲解像モ デ

ル を用 い た気候実 験が研究対 象 に な りつ つ あ り，本

ワ
ーク シ ョ ッ プ の 間 口 が拡が っ て き て い る と い う印象

を受けた，

　室井 （気象研究所） は，立 方体型全球非静力学 モ デ

ル の 開発に つ い て の講演を行 っ た，将来の 超高速計算

機 の 出現 に よ り全球を高解像度 で シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン す

る研究は増加す る と予想 さ れ るが，球面調和関数 を用

い る ス ペ ク トル モ デル で は ル ジャ ン ドル 変換の コ ス ト

が 膨大 に な り，並列計算機 へ の 適合性 も良 くない ，等

緯度経度座標系 で は極が特異点に な り， 格子間隔が非

常 に 小 さ くな っ て し ま う．球 面 を 立 方体 に 投影 す る

conformal 　 cubic に よる モ デ ル を作成 し，移流精度 の

確認，浅水波方程式系 に よ る基礎テ ス トを行 っ た後 ，

非静力学モ デ ル に 拡張 した．全球客観解析 を初期値 と

した 実データ に よ る シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を実行 して お

り，領域 モ デル として の 利用 も容 易 で ある な ど の メ

リ ッ トが あ る．

　彭 （地球シ ミ ュ レ ータ セ ン ター）は，Arakawa −C 格

子 と A 格子 の 特性 を併せ 持 つ マ ル チ モ ーメ ン ト格 子

（M グ リ ッ ド）を紹介 し， 浅水波方程式 の 地衡風調節の

分散関係 を 解析的 に 分析 し て 高周波 と低 周波 の 両方 で

両格子 の利点が生 か され る こ とを示 した．さらに 球面

上 の Yin−Yang メ ッ シ ュ 上 の M グ リ ッ ドで 数値解 を

計算して 安定性 と精度を調べ ，概 ね良好な結果 を得た

こ と を報告し た ．

　佐藤 （東京大学気候 シ ス テ ム 研究 セ ン ター／地球環境

フ ロ ン テ ィ ア研究セ ン ター） ら は ， 非静力学正 20面体

モ デ ル NICAM （Satoh　et 　al ．
，
2eOS） の 開発 の 現状 と

今後の計画に つ い て講演し た ．水平 3．5km の 水惑星実

験 を行 い ，解像度依存性 を調 べ る と と もに ，衛星 デー

タ と比較 し た．積雲パ ラ メ タ リゼーシ ョ ン を入 れない

実験 で は，熱帯 の 降水量 は 分解能が粗 い と多 くな る傾

向が あ る．TRMM と の 比較で は3，5km で もモ デル の

方 が 雲頂高度が 高 く降水量が 多 い ．現実的な海 陸分

布 ・地形 を導入 した実験 も始 め て お り，高解像度実験

の 準備 も進め て い る．

　那須野 （地球環境 フ ロ ン テ ィ ア研究 セ ン タ
ー

） ら は ，

NICAM に よ る水惑星全球雲解像実験に見ら れ た熱帯

の 大規模雲 シ ス テ ム の 再現性 に つ い て 講 演 し た，赤道

ケ ル ビ ン 波 と結 合 した東進す る ス
ーパ ー

雲 ク ラ ス タ

（SCC ）が 卓越 し，こ の SCC は 西進 す る 雲 ク ラ ス タ CC

か ら構 成 さ れ て い る．CC 中 に は 複数 の 数十 km ス

ケー
ル の メ ソ ス ケ ー

ル 雲 シ ス テ ム MC が 認 め られ，そ

の 組織化に お い て は コ ール ド プール や ダ ウ ン ドラ フ ト

が 重要な役割を担う，

　三 浦 （地球環境 フ ロ ン テ ィ ア研究セ ン タ ー） ら は ，

NICAM に よる水惑星実験 の うち，7km 分解能 の 実験

に つ い て海面水 温 を 2K 上 昇 させ た 実験 を 追 加 し，温

暖化想定実験 を行 っ た 結果 を報告した．温暖化時 に は，

亜熱帯対流圏の 下層 ・中層で相対湿度が増加 し， 赤道

付近 で は 雲頂高度 が 高 くな る．アル ベ ドは中高緯度 で

は増加 し て お り，CCSR ／NIES の 低解像度 （T42）

AGCM と は 逆 の 結果 が 得 ら れ た．全球平均 し た 雲量 に

つ い て も逆 の傾向が得 られ て お り，こ の結果が モ デ ル

の フ レ ーム の 違 い に よ る の か解像度 に よ る の か を今後

の検討課題 とした．　　　　　　　　　 （斉藤和雄）

　2，フ 境界層 。 山越 え気流

　 こ の セ ッ シ ョ ン で は計 6件 の 発表があ っ た．野田ほ

か （東北大学大学院理 学研 究科）は JMANHM と

SCM （Single　Column　Model ）を用 い ，非局所乱流 ク

ロ ージ ャ と三 角形 確率密度関数 を用 い た 部 分凝 結 ス

36
“
天 気

”
52．12．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

第 7 回非静力学 モ デ ル に 関す る ワーク シ ョ ッ プ の 報告 939

キーム が 下層雲 の 再現性 に与 え る影響 を LES （Large

Eddy　Simulati〔，n）の 結果 と比較 し な が ら論 じた ．こ れ

ら の ス キ ーム の 導入 に よ っ て 多 か っ た 雲量 が 減少 して

LES の 結果 に 近 づ くこ と，雲層で の 鉛直格 子間隔 は

100m 以下 で あ る必要が あ る こ と を 示 し た．中西 （防衛

大 学校）と新野 （東京大学海洋研究所）は 改良 Mellor−

Yamada レ ベ ル 3 モ デ ル の 安定性 を増す よ うな変数

の 値の制限法を提案し，こ の方法 を用 い る と SCM に

よる放射霧 の 再現 が 顕著 に 改善 さ れ て LES の 結果 に

近 くな る事を報告し た．また ，3 次元静力学 モ デル に

組み 込ん で 北海道周辺 の 夏 に発生 した移流霧 の 再現 を

試み，北海道太平洋側沿岸 か ら千島列島付近 の 移流霧

の 定性 的分布 を再 現 す る 事 が で き た と 報告 し た．田

中 ・豊 田 （電力中央研究所） は 3次元非 静水圧 モ デ ル

M −WIND を用 い ，九州地方 で 発 生 し た 孤 立峰下流 で

の 豪雨 を念頭に置い た 地形性降水 の数値実験結果を報

告 した ．100mm ／h も の 降水が計算さ れ て い る に も関

わ らず積乱雲を思わ せ る対流セ ル が な さ そ うな こ と ，

孤立峰風上側 に 乾燥大気計算 に お い て も風上側 に 向か

う下降流 が 計算さ れ て
一

般流 との 問に強 い 収束を作 っ

て い る事な ど に つ い て質問が 出た．清野 ほ か （気象研

究所） は JMANHM を用 い て タ リム 盆 地 で の ダ ス ト

発生事例の再現を試み ， 西風 ， 天山山脈越えの北寄 り

の お ろ し風，東風 の 3 つ の 風系 が ダ ス ト巻 き 上が り時

の 基本的風 系 で ある と結論 づ けた ．こ の 内，天山山脈

越え の お ろ し風 に は 上層 ジ ェ ッ ト軸の接近 が 発生条件

として い る．田中 （東京大学海洋研究所） ほ か はブ ジ

ネ ス ク 方程式 系 で 水 平 格子 間隔50m と20m の 乾 燥

LES モ デ ル を用 い ，塵旋風 の 発生機構 を顕熱 フ ラ ッ ク

ス と基本場の 水平風速 との 関係 に お い て 調 べ た ．主 に

鉛直渦度 を塵旋風 の 指標 と し て 整理す る と，基本場 の

水平風 が 弱 く顕熱 フ ラ ッ ク ス が 大 き い 場合，対流混合

層 が 厚 くな る午前遅 くか ら午後 に か け て塵旋風 が 起 き

や す い 事 を示 した．余 （東北大学大学院理学研究科）

は 直交直線座標 を 用 い た 格 子間隔数 m の モ デ ル の 計

算結果 を紹介し た ．新宿御苑 の クール ア イ ラ ン ド効果

を調 べ る観測 の 予備計算 と して 行 っ た もの で，家々 の

間を抜 けて広が る冷気流の様子 を ア ニ メ ー
シ ョ ン で 示

した ．　　　　　　　　　　　　　　　　 （里村雄彦）
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