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　 1．は じめ に

　護岸施 設 が 整備 さ れ た 近年の 日本 に お い て も，波浪

は時 として 大 きな災害 を もた ら す．20 8年 2 月23日か

ら 24H に か けて ，日本海北部 を発達 し な が ら通 過 した

低気圧 の 影響で 高波が 発生 し，富 山 県で 2 人 が 亡 く

な っ た の を は じ め ，新潟県 を含む 広 い 地域 で 港湾や漁

港 に 大 き な 被害を も た ら し た ．ま た ，外洋 に お い て

も，LtoO6年 ／0月 7 日 か ら 8 日 に か け て，関東 の 南 か ら

三 陸沖 を急速 に 発達 しな が ら北上 した低気圧 に よ る高

波 に よ り，関東 の 東海．「．：や 三 陸沖で船舶 の 座礁事故が

相次 い だ．

　 こ う し た 災害 を軽減さ せ て い くた め に は，よ り正確

な波浪予 測情報の 提供 、及 び そ の 利用 が 重要 で あ る．

こ こ で は，現在 の 気象庁 の 波浪予測 の 基礎 とな っ て い

る波浪 モ デ ル の 概要 に つ い て 紹介す る．波浪全般 に 関

し て，よ り詳 し くは磯崎 ・鈴木 （1999），磯 崎 （2006）

を参照 し て 欲 し い ．

　 2 ．波浪モ デ ル

　波 浪 は，一．
般 に 風浪 と うね りに 大別 され る．風浪 と

は海 上 を 吹 く風 か らエ ネ ル ギ
ーを 与 え られ て 発達 し っ

つ あ る波で あ り，うね り と は風が弱ま っ た 後に エ ネ ル

ギーを失 っ て 減衰 しな が ら伝播す る波 の こ と で あ る．

波浪 モ デ ル で は，波浪 が 風 浪 と して 発生 して か らうね

り と し て 消滅 す る ま で の
一

連 の 現 象 を 数式 で 表 し，

日々 の 波浪 を計算 して い る．

　 た だ し，予報変数 と し て 使 用 し て い る の は一
般 に な

じ み の 深 い 波高や 周期 と い っ た 要素で は な く，地 点毎

‘Hiroaki　 MINEMATSU 、気 象 庁 地 球 環 境 ・海 洋 部．
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に 周波数 （周期の 逆数） と波向の 関数 と し て 表 さ れ

る，波 の 2 次元 エ ネル ギ ース ペ ク トル で あ る．以下 で

は，まず波 の 2 次元 エ ネ ル ギー
ス ペ ク トル に っ い て 述

べ ，そ の 後 に 波浪 モ デル の 基礎方程式等に つ い て 紹介

して い く．

　2．1 波 の 2次元 エ ネ ル ギー
ス ペ ク トル

　波の 2 次元エ ネ ル ギー
ス ペ ク トル （以下 ， 2 次元 ス

ペ ク トル ） と は、地点毎 に 波 の エ ネル ギ
ー

を周波数 お

よび波向 に 対す る分布 と して 表現 した もの で ある．観

測 さ れ た 海面 の 状態を様々 な周波数，振 1隔， 向 き を

持 っ た多数の規則波に分解 （ス ペ ク トル 解析） す る こ

とで 得 ら れる．

　
一

般に海面 は非常 に複雑な形状を し て お り ， 単
一

の

波高 や周期 だ け で はそ の 状況 を十分 に 表現 で き な い ．

しか し， 2 次元 ス ペ ク トル を用 い る と，あ る地点で の

波浪が ど の 方向，何秒 の 周期の成分 に ど の程度 の エ ネ

ル ギーを持 っ て い る の か を細か く表現す る こ と が 可能

と な る．

　波浪モ デ ル に よ る波の 予測で ， 地点毎の 海面の 高さ

を予 報変 数 とす るの で はな く，エ ネ ル ギ
ー

で ある 2 次

元 ス ペ ク トル を 予報変数 と し て い る 理由 は，波浪 の 水

平 ス ケ ー
ル が た か だ か数 10Grn と小 さ い こ と で あ る．

個 々 の 波を表現す る た め に は数 m 〜数10m 程度 の 細

か い 水平格子間隔 が 必要 と な るた め，実用的 な広い 領

域 の 計算を 行 う に は 膨大 な 計算機資源 が 必 要 と な り，

現 実的 で はな い ．

　 こ れ に 対 し て 2次元 ス ペ ク トル は，統計 量 と し て の

性 質 を持 つ た め に，数 km 〜数100　kln と い う比較 的

粗 い 水平解像度 で も扱 う こ と が 出来 る．最終的 に プ ロ

ダク ト と し て提供 さ れ る波高や 周期，波向は， 2次 元

ス ペ ク トル か ら有義波 に相当 す る値に 換算 し て 求 め ら
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第 工図 　 2 次 元 エ ネ ル ギ ース ペ ク トル の 例．あ る

　　 　 地点 で の 波の エ ネ ル ギーの，周 波数 お よ

　 　 　 び 波 向 に 対 す る 分 布 を表 す．色 が 濃 い ほ

　　 　 ど エ ネル ギーが 大 きい こ とを表 し，円周

　　 　 方 向 の 角度 が 波 の 来 る 向 き，中心 か らの

　　 　 距離が 波の 周 波数 （周 期） を表 す．

れ る．

　第 1図 は波浪 モ デル で 表現 さ れた 2 次元 ス ペ ク トル

の 例 で あ る．色 が濃 い ほ どエ ネ ル ギーが大 き い こ と を

表 し，円周方 向 の 角度 が 波 の 来 る 向 き、中心 か らの 距

離が 波の 周波数 （周期）を 示 し て い る．こ の 例の 場

合、西北西 か ら時計回 り に東北 東ま で の 範囲の 方 向か

ら 波 が 来 て お り，北 北 東 ・
周 期 7 秒 （周 波 数   ．15

11Z）付近 に エ ネ ル ギーが 集中し て い る こ と を 示 す ．

　 あ る 地点 の 2 次元 ス ペ ク トル に エ ネ ル ギ
ー

の 極大 が

複数あ る 場合，こ れ は そ の 地点 に そ れ ぞ れ の 方 向か ら

波が 入 っ て い る こ と を示 す．例えば，風浪 に加 えて う

ね りが 入 っ て い る場合等 が ，そ れ に 該 当す る ，

　2．2　エ ネ ル ギ ーバ ラ ン ス方程 式

　前述 の よ う に，波浪 モ デ ル で は 波浪 の 2 次元 ス ペ ク

トル を予報 変数 と し，各 格子点 で 定義 さ れ た エ ネ ル

ギー
の 時間変化を計算 し て い る．基礎方程式で あ る 式

（1） は エ ネ ル ギーの収支を表 して お り，
エ ネ ル ギ

ーバ

ラ ン ス 方程式 と呼 ばれ る．

∂E
，
’fi・θ）・ 卿 ）・▽照 ・）− s・。 ＋ SnJ．・ Sds

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1）

こ こ で
，
F （厂，θ） は 2 次元 ス ペ ク トル で f は 周 波

数 θ は波 向，Cgは 波 の 群 速度 を 表す．右辺 （Si。 十

S。 1＋ Sd。） は ソース 項 と呼ば れ，波浪の 発 達 ・減衰 に

作用 す る外力を表現 す る．

　 こ の方程式で特に重要な の は ソ ー
ス 項の扱 い で，こ

こ に は以下 の 3 つ の 効果 が含まれ る．

　 ・風 か ら の エ ネ ル ギ
ー

入力 （∫〃」

　 ・非線形効果 に よ る 成 分 波 間の エ ネ ル ギ
ー輸送

　　 （s。 1）

　
・
砕波や 内部 摩擦 に よ る エ ネル ギ

ー
散逸 （SdS）

L9 、n や Sd。 に比 べ て S，、、．は直感的 に 意味が わ か り に くい

が，風浪 の 発達 や、風浪 とうね りの相互作用に よ る 2

次元 ス ペ ク トル の 変化 を表す た め に 重要 な項 で あ る．

　波浪モ デ ル は ， S，it の 扱 い 方に よ り第 1世代 モ デ ル

か ら第 3 世代 モ デ ル ま で の 3 種類 に 分類 さ れ て い る．

　 まず，歴史的 に 最 も古 く，1960年代 か ら 1970年代 に

か け て 開発 さ れ た 波浪 モ デ ル が 第 1世代 モ デ ル で あ

る． こ の 世 代 の モ デ ル は ソ
ー

ス 項 が ∫ご。 と Sdsの み か

ら構成さ れ て お り，S。 iO 効果 は 基本的 に 考慮 さ れ て

い な い ．こ の た め ， 風浪 の発達 と うね りの伝播 は そ れ

ぞ れ独立 に 計算 さ れ，相互作用 は考慮さ れ ない と い う

欠点が あ っ た ．

　次 に ，1970年代か ら／9．・80年代に か けて 開発さ れ た の

が 第 2 世代 モ デ ル で あ る．S。Lの 重 要性 が 認識 され る

よ うに な っ た が ，非常 に 多量 の 計算 を 必 要 と す る た

め ，パ ラ メータ 等 に よ る 簡便 な表現 に と ど ま っ て い

た．

　第 3 世代 モ デ ル で は 翫 を明 示 的 に計 算す る よ うに

な り，風浪 や うね りの 計算精度 が 向上 した．現在 は第

3 世代モ デ ル が 世界 で 多 く運 用 さ れ て い る．

　 3 ．現業波浪モ デ ル

　3．1　 モ デ ル の種類

　気象庁で 運用 して い る波浪 モ デ ル は ，気象研究所 で

開発 ，改良が 行 わ れ て き た ．1977年に初の波浪 モ デ ル

と し て第 1世代波浪 モ デ ル で あ る MRI の 運 用 を開始

し，1986年 に 第 2 世代 の MRI −II，1998年 に 第 3世代

の MRI −II工を導入 し た．そ し て 2007年に は 同じ第 3世

代 なが らモ デ ル の 全面 的 な更新を行 い ，物理過程 の 改

善，水平解像度 の 向上 ． 2 次元 ス ペ ク トル の 方向分解

能 の 向上 に よ り精 度を 向上 さ せ て きて い る （Ueno

and 　K   hno　 2004；杉本 2007）．

　現在，気象庁で は全球波浪モ デ ル と沿岸波浪モ デル

と い う 2種類 の 波浪 モ デル を運用 して い る ほか ，新た

に 浅海波 浪 モ デ ル の 運 用 を 開 始 す る 準備 を 進 め て い

る．そ れ ぞ れ の概要を第 ／表に 示 す ．

　全球波浪 モ デ ル は極付近 を除 く地球上 の 海 の ほ ぼ 全
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域 を カ バ ー
し，ア リュ

ー

シ ャ ン 近 海 か ら 日本に 達 す

る うね りや，南半球 か ら北

半球 に 伝わ る うね りの 伝播

も計算で き る．沿岸波浪 モ

デ ル は 日本近 海 の 領 域 の み

を カ バ ー
し，細 か い 解像度

で よ り詳 細 な 計 算が で き

る．

　浅海波浪モ デル は ，前述

の 2 つ の モ デ ル と は 異 な

り，水深 の 浅 い 領域 で の 計

算 に特化 し た モ デ ル で あ

る．波浪 ぽ 陸地 に 近 づ い て

水 深 の 浅 い 海域 に 入 る と，

浅 海効果 と呼 ばれ る効果に

よ り，深 い 海域 を伝播 す る

場合 と は異な っ た振 る舞 い

をす る よ うに な る．前述 の

沿岸
・
全球波浪 モ デ ル で は

浅 海効果 は考慮 さ れ て い な

い が，それ を取 り込 んだ モ

デル が 浅海波浪 モ デ ル で ，

国土交通省国土技術政策総

合研究所 で 開発 さ れ た モ デ

ル を試験運用 中で あ る．

　 外力 と して 使用 す る海 上

風 は，全球 波浪モ デ ル と沿

第 1表 現 業波浪モ デ ル の 仕 様．

モ デル 名 全球波浪モ デル 　　　　　　　 沿岸波浪 モ デル

計算領域

　　 地 球 の ほ ぼ 全 海域
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 日本 近 海
　　南緯75度〜北緯75度　　　．

西 経180度〜 0度〜
東経 180度

　 　 　 　 （周 期 境 界 ）

北緯20度〜50度
東経 120度〜150度

格子 数 720x3 〔11 601x601

格子 間 隔 0，5度 0，05度　　　　　　 一．．．一．

ス ペ ク トル 成分

　　　900成分 （25周 波 数 × 36方位）

周波数成分 ：0．0375〜0．3Hz （対数分割）

方 位 成分 ： 10度間隔

外力
　　　　　 全球数値予報 モ デル GSM
台 ，

1虱域内 は仮想 的 な傾度風 で補正 （72時間先 まで ）

　 予 想時間

　 ［12UTC ］

［00，06，ユ8UTC ］

216時間
84時 聞

84時間

84時 間

モ デ ル 名 浅 海 波 浪 モ デ ル

計 算領 域

　 　 東 京 湾 　 　 　 　 伊 勢 湾

北緯 35．05度〜 1

北緯34．35度〜

　 35．75度 　 　 　 　 35．D5度
東経 139．55度〜 東 経136，45度〜

　 140．1陂 　 i137，45度

播 磨 灘 ・大 阪 湾

北緯34，05度〜

　 34．85度
柬経 ユ34，15度〜

　 135．45度

　　有明 海

北緯32．45度〜

　 33．25度
東経 130．05度〜

　 130．75度

　　 格 了数一一．．． 37 × 43　　　　　　　　　61x43 79× 49 43x49

格 子 間隔 1 分

ス ペ ク トル 成分

　　 1260成分 （35周波数 x36 方位）

周 波数成分 ：〔｝．｛〕418〜0．3Hz 〔対 数 分割）

　　　　　方位成分 ：10度間隔

外 力
　 メ ソ 数値予報 モ デ ル MSM

台風域内は 仮想的 な傾度風 で補正

　 予想峙間

：03，09，15，LtlUTC二
33時間

岸 波浪 モ デ ル で は 全球 モ デ ル 〔GSM ）（北川 2008）

の 予測値 を 使 用 し，浅海 波浪 モ デ ル で は メ ソ モ デ ル

（MSM ） （原ほ か 2〔〕D7）の 予 測値 を 使用 し て い る．

た だ し台風近傍 に つ い て は ， 台風の 予 報位置 と大気モ

デ ル で の 台風 の 位置 の ず れ を補正 す るた め に，GSM

や MSM の 風 を 台風 ボーガ ス と1乎ば れ る 仮 想 的 な 風

に 置 き換 えて 使用 し て い る，

　台風 ボ ーガ ス と は，台 風 の 中心 気 圧 と1000hPa 半

径か ら計算 さ れ た 理 想的な傾度風に台風の 移動ベ ク ト

ル を加えた もの で あ る．

　3．2　精度 と特性

　現在 の 全 球 ・沿岸波浪 モ デ ル は 2007年 5 月 30口 に 運

用 を開始 し た ． こ こ で は 主 に 沿岸 モ デ ル を対 象 と し て

2008年 1〜12月の 1年間 に お け る精度検証 の 結果 を紹

介 し，
モ デ ル の 特性 を述べ る．な お ，以下 に 示 す モ デ

ル の 値 は 、波浪 モ デ ル そ の も の の 特性 を 調 べ る た め

に ，外力 と し て 与 え る風 の デー
タ に 大気 モ デル の 解析

値を利用 し た

　第 2図 に 気 象庁 が 運 用す る沿岸波浪計 の 配置図，第

3 図 に 松前 〔北海道 ） の 沿岸 波浪計 の 波高 の 観測値 お

よびそれ に 対 す る モ デ ル の 推算値の 時系列を示 す．全

体 的 な 傾 向 と し て モ デ ル は 観 測値 を よ く再現 し て お

り，波高の 急激な変化も，概ね 表現 で き て い る．

　第 2 表 に
， 気象庁が 運用す る各波浪計の波高 に対す

る モ デ ル の 平 均 二 乗 誤 差 （RMSE ），平 均 誤 差

（BIAS ） お よ び 相 関係 数 を 示 し た ．相 関 係 数 は 概 ね

  ．8を超 え，RMSE も30〜40　cln 程度 と全体的 に良 い

精度 で あ る．石廊 崎 （静岡県）や佐多岬 （鹿児島県）

は比較的成績が 悪 い が ，こ れ ら は 地点周辺 の 島等 の 地

形 を モ デ ル が 十分 に 表現 で き て い な い た め で あ る と考

えられ る．

　以 下 に ，風 浪 と う ね りの そ れ ぞ れ が 卓越 し た 場 合の
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具体例 を示す．

　第 4 図 に ．風浪 の 例 を示 す． こ の 図 は 2008年 4 月

冫認
　　　　・

。 右廊崎
　福江 島’

　 　
“
佐 多岬

　 　 　 　 　 　 4 ’

　 　 　 　 ・〆

i

第 2 図 　気 象 庁 が 運 用 す る沿 岸 波 浪 計 の 配 置 図 ．

26〜30日 に松前で観測 さ れ た 波高 と，そ れ に対す る モ

デ ル の 推算値 を表 して い る．第 2 表 で の 松前 の 相関係

数 の 高さ か ら もわ か る よ う に ，モ デ ル は波高の 変化傾

向を非常に よ く表現 し て い る．

　風浪 の 発達 に つ い て は，こ れ まで に 多 くの 実験 や観

測 が 行 わ れ て き た こ とか ら，物理 機構 の 解明 や数式 化

が進 ん で い る．波浪 モ デ ル へ の 入力 と して 使 われ る 大

気 の 数値予報 モ デ ル に よ る 風 の 予測精度が 向上 し て き

て い る こ と もあ り，波浪モ デル は
一

般的 に風浪の 表現

は比較 的精度 が高 い 、た だ し，風浪 の 初 期発達 の 表 現

の 難 し さ の た め，こ の 例 に も表 れ て い る よ う に 、静穏

な状態か らの 急激な立 ち 上が りが遅 れ る 場合が あ る．

　 う ね りの 例 と して ，第 5 図 に 2008年 2 月 23〜27 日に

か け て 江 ノ 島 （宮城県） で 観測 さ れ た 周 期 と，そ れ に

対す る モ デ ル の推算値を示 す． こ の例で は 江 ノ 島で最

大 約 4．5m の うね りが 観測 された が ，モ デ ル は約 3m

まで と な っ て お り，波 高の 表現 は 不十分 で あ っ た （図

省略）．しか し，図 に 示 され て い る 通 り，両者の 周期

を比較す る と よ く
一

致 し て い る．

m5432

炬
瑛

10

　 　 　 　 2008年1月　　 　　 　 　　 　　 200S年2月

第 3 図　松前 の 波高の 観測値 と沿岸波浪 モ デ ル の

　　　 推 算 値 の 時系列．松前 の 観測値 （黒 線）

　　　　と，沿岸波浪 モ デ ル の 推算値 （灰線）．
　　　 デー

タ は 12時 間間隔 で ，期 間 は2008年 1

　　　 月〜 2 月．

m5432

距
僕

1

　
o

　 　 　 26日　　　　　 27日　　　　　 2S日 　　　　　29日

第 4 図 風 浪 が 卓越 し た 現象 の 例．200S年 4 月

　　　 26〜30日 の 松前の 波高 の 観測値 （黒 線 ）

　　　　と．沿 岸波浪モ デ ル の 推算値 （灰 線）．

第 2 表 　沿 岸 波浪計 の 波高 の 観測値 に 対 す る 沿岸

　　　 波浪 モ デ ル の 推算値 の 検証結果 ．期 間 は

　　　 2008年 ユ月
〜12月 で，各 沿 岸波浪計 と 沿

　　　 岸波浪モ デ ル 推算値 を比 較 した結杲．
　　　 r
BIAS （cn1 ） RMSE （cm ） 相 関 係 数

松前 0 3工 o．93

江 ノ 島
一8 39 0 ．86

石廊崎
一3　　

145 0．65

経 ケ 岬
一

ユ3　　　　　 33 0．93

福江島　　　 10 35 0．88

佐 多岬　　　　23 34 0．81

鋤

412

　 10

讙8

　 6

2

　

第 5 図　 うね りが 卓越 し た現 象 の 例．2008年 2 月

　　　 23〜271「の 江 ノ 島 の 周期 の 観 測値 （黒

　　　 線） と，沿 岸波浪 モ デ ル の 推 算値 （灰

　　　 線）．
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一

般 に ，波浪 モ デ ル に と っ て うね りの 表現 は 非常 に

難 しい ．エ ネ ル ギ
ー

散 逸 の 機構 が 最 も未解明 で あ る

E，う ね りの 観 測 が 十 分 に な い た め に そ の 伝 播状 況 が

よ くわ か っ て い な い た め で あ る．しか し，こ の 例 で 示

し た よ う に ，モ デ ル は うね り の 波 高 が 不十 分 な 場合 で

も周期 は計算で き て お り ， うね りの 表現 も改善さ れ っ

つ あ る．

　最後 に ．うね りの 表現 に 関し て ，世 界各国 で 運用 す

る 波浪 モ デ ル の 精度 を 比較 し た 結 果 を 紹介 す る．年 間

を通 じ て うね りが 卓越す る機 会が 多 い ハ ワ イ の ブ イ

（NOAA が 運 用 ）を対象 と し て，気象庁 を含 む 世界

6 ヶ 国 の 気象 セ ン タ
ーが 運 用す る 全球波浪 モ デ ル の 波

高 の 24時間予測値 の RMSE を第 6 図 に 示 す ．図中 の

「平均 1は ， 図に載 せ て い な い セ ン タ ーを含む 10ヶ 国

の 平均 を示 す．気 象庁 の 波浪 モ デル は，全 て の 月 で 平

均 よ リ ス コ ア が 良 く，世界的 に 見 て も上 位 の 精度 と

な っ て い る．

　 4 ．波浪モ デ ル の プ ロ ダク ト

　気象庁 で は ，波浪 モ デル の プ ロ ダ ク ト と し て 気 象無

線摸写通報 （JMH ）放送用 FAX 図 を発表 し て い る．

　第 7 図 に 示 した よ うに領域 の 異 な る 2種類 の 図 が あ

り，日本近 海 を対 象 に した もの が沿岸波 浪 モ デ ル の

12，24，36，48時 間 予 想 （FWJP 〔｝4），北西 太 平 洋 を

対象 に した もの が全球波浪 モ デ ル の ／2， 24， 48， 72時

間予想 （FWPNO7 ） で あ る （た だ し、第 7 図 で は 両

モ デ ル と も に ／2時間 予想 の み を掲載 し て い る）．ど ち

ら も，図中に は有義波 に換

算 した波高，周期，及 び エ

ネ ル ギー分布 の 重 心 か ら求

め た波向を記入 し て い る．

　 5 ．今後の 開発計画

　現 在 の 気象庁 の 波浪 モ デ

ル で は，初期値 は追算 （ハ

イ ン ド キ ャ ス ト） に よ り作

成 し て お り，観測値 は 反映

され て い な い ．追算 と は，

初期時刻 よ り も さ か の ぼ っ

て 波浪計算 を開始 し，波浪

場 の 初期値 を 作成 す る こ と

で あ る．

　波浪 モ デ ル で 観測値 を利

用 し て い な い 理 由 は，モ デ

ル が 直接利用 で き る観測 が ほ とん ど な い た め で あ る．

波浪は観測自体が 少な い が ，そ の観測 も多 くは有義波

の み を 扱 っ て お り，モ デ ル の 予 報変数 で あ る 2次元 ス

ペ ク トル は観測 が 非常 に 少 な い の が 現状 で あ る．

　 し か し，近 年 は 同化技術 の 進展 に よ り，沿 岸波浪計

や 衛星 に よ る有義波高観測値か ら モ デ ル の 2 次元 ス ペ

ク トル を補 正 す る 技術 が 開発 さ れ て き て い る．こ の こ

と を踏ま え、今後データ 同化技術の 開発 を進め て い く

〔m）

1oB6040

山

しり

Σ

匡

020

　 2DO8〆1　　　　　　 2008／4　　　　　　2008／7　　　　　　 2008f10

第 6図 　 匹界 の 気象 ゼ ン ターが 運 用 す る波 浪 モ デ

　　　 ル の 精度比 較．NOAA が 運用 す る ハ ワ

　　　 イ の ブ イ に 対 す る，各 気 象 ゼ ン ター
の 全

　　　 球波浪 モ デ ル の 波高 の 24時間 予 測値 の

　　　 RMSE ．期 間 は2〔〕08年 1〜王2月 の ユ 年

　　　 間．図中で ，JMA は 日 本，　 ECMWF は

　　　　ヨ ー
ロ ッ パ 中 期 予 報 セ ン タ

ー、
　　　 UKMET は イ ギ リ ス．　 NCE ’1コ は ア メ リ

　 　 　 　カ ，BoM は オ
ー

ス ト ラ リ ア，　 KMA は

　　　 韓 国 の 各気 象 局 を 示 し，「平 均 一1 は 図 に

　　　 載 せ て い な い セ ン タ
ー

を 含 む 10 ヶ 国 の 平

　 　 　 均 を示 す．

越
　 第 7 図

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 旱〕ε

波 浪 モ デ ル の プ ロ ダ ク ト （JMH 用 FAX 図）．左 は 沿岸波浪モ デ ル ．右

は 全球波浪 モ デ ル の 12時 間 予 測 値 ．沿 岸 波 浪 モ デル は 12．24．36，48時
間予 測 値，全 球波浪 モ デ ル は 12，24、・18．72時間予 測値の プ ロ ダ ク トを

発 表 して い る が，こ こ で は そ の
一

部 を示 す ．
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計 画 で あ る、

　現状 で は，仮 に 風浪の 予測 が 過小な場合 は、 こ れ を

波源 と す る うね り の見積 も り も不
一
卜分 と な っ て し ま う

が ，デ
ータ 同化 が 実用化 され る と，観測値 が 反映 され

る こ と に よ りそ の 表 現 が 改善 さ れ る と期待 さ れ る．

　 こ の 他，現在で も波浪の 物理 過程に つ い て は根本的

な所 に 未解明 な部分が あ り， 研究が 進 め られ て い る．

今後 も，これ ら の 知見 を踏 ま えて ，モ デ ル の 物理 過程

を改善 し て い く予定で ある、

　 6 ．おわ りに

　気象庁で は，1977年に波浪 モ デ ル の 現業運 用 を開始

し，そ の後 も改良を続け る こ と で 予測精 度を向上 さ せ

て き た ．直近で は 2007年 5 月 に 大幅 な 改良 を施 し、全

体的な パ フ ォ
ーマ ン ス を 向上 さ せ た ．特に，そ れ 以 前

と比 べ て うね りの 表現を改善 して い る．

　今後，現在 の 波 浪 モ デ ル の さ ら な る 改良や浅海波浪

モ デル の 現業運用の 開始の ほ か ，データ同化技術の 開

発等 に よっ て ， よ り良い 精度で きめ細か な情報 を提供

し て い き た い と考 えて い る，
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2009年度 （第 17回） 日産科学賞の 候補者推薦募集

　 日産科 学賞は ．財団法人 日産科学振興財団が 運 営し

て い る も の で す．今年度 も対象分野 を 「生命科学，理

学 ・工 学」と して い ます．

　 こ の 賞 の 応募 に は学会 の 推薦が 必要 で す．今後 の 参

考の た め ， 気象学会 か ら推薦す る に ふ さ わ し い 方を ご

存 じで した ら気象学会 あ て お 知 らせ 下 さ い ．

1 ．日産科学賞

（D 候補者対象 ：「生命科学 ， 理学 ・工 学」 に お い て ，

　地球環 境 に係わる基礎研究で 学術 の 向上 発展 に大 き

　な貢献 を し た ， わ が 国 の 公 的研究機関に所属す る概

　ね 50歳以下 の 研究者．

（2）褒 賞人員 ： ユ名

（3）推薦期間 ：2009年 8 月 1 日〜 9 月15日

（4）賞 の 内容 ：賞状 お よ び 賞金 300万 円

　ま た，学術研究助 成 『環境研 究助成 1 「認知 科学 研

究助成」 も募集 して お り ま す．財 団 ホ ー
ム ペ ージ を 参

照 し て 下 さ い ．

　URL ：http：〃 www ．nissan −
zaidan ，〔，r．jp

2．連絡先　〒 1〔〕00 〔｝〔〕4 東京都千代 田 区大手 町 1−3−4

　　　　　 気象庁 内　 H本 気象学 会

　　　　　 学会外各賞候補者推薦 委 員会
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