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　 1．会議 の 概要

　2 09年 3 月 8 日か ら 11日 ま で，ア ラ ビ ア 半島の 東 に

あ る オ マ ーン の首都 マ ス カ ッ ト市で ， 表記会議が ， オ

マ
ー

ン 政府，サ ル タ ン ・カ ブー
ス 大 学 （SQU ＞ そ し

て世界気象機 関 （WMO ）の 共催で ，
　 SQU を会場に

開 か れ た．参加者 は全体 で 200名 ほ ど．こ の うち，オ

マ ー
ン か ら の 120名 の ほ か，多い 順 に，イ ン ド （11），

イ ラ ン （9），米 国 （7），フ ラ ン × ，日本，ア ラ ブ首長国

連邦 （各 5 ），オ ー
ス トラ リア （4），バ ン グ ラ デ シ ュ ，

ドイ ツ （各 3 ）， サ ウ ジ ア ラ ビア，イ エ メ ン な ど か ら

の 参加が あ っ た （第 1 図）．

　 こ の会議は ， 2007年に オ マ ーン や イ ラ ン を襲 っ た ゴ

ヌ （Gonu ）や 2008年 に ミ ャ ン マ
ー

を襲 っ た ナ ル ギ ス

（Nargis）な ど の イ ン ド洋 で の サ イ ク ロ ン に つ い て ，

その 特徴 や予報，避難 な どの 現状 に つ い て 議論 する と

と も に ，こ れ らの サイ ク ロ ン 活動が ，温暖化な ど の 気

候変動 と どの よう に関連 して い る の か を議論 す る 目的

で 初 め て 開催 さ れ た も の で ，第 1表 に 示 す 6 つ の テ ー

マ で 構成 さ れ て い た ．そ れ ら の テ ーマ に沿 っ た セ ッ

シ ョ ン の うち い くつ か は ，最初 に 40分間 の 基調講演 が

設定 さ れ て お り， こ れ か ら始ま る セ ッ シ ョ ン の テ ーマ

を示 す役 目が 果 た さ れ て い た．本稿 で は， こ れ ら の

セ ッ シ ョ ン で行 わ れ た 発表の 内容 に つ い て 報告 し た

い ．また， こ の 会議 に 先 立 ち，熱帯低気圧 に 対す る気
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　 ン ター （現所属 二東京大学海洋研究所）．

◎ 2009　 口木気象学会

候 変化 の 影響 に 関す る 専門家 チーム 会合 も開 か れ，杉

が メ ン バ ーと し て 出席 し た の で ，後段で は こ の 会合 に

つ い て も報告す る．　　　　　　　　　 （巾澤哲夫 ）

　 2．現業の サイク ロ ン 予報 と警戒シ ス テ ム

　Nakazawa （気象研 究所 ） は，「気象庁 に お け るナ

ル ギ ス の 週間ア ン サ ン ブ ル 予報 に つ い て」 と題 し て 発

表 を行 っ た． ミ ャ ン マ
ー

の 気 象 局 長 官 で あ る，Tun

Lwin 氏 か ら，ナ ル ギ ス の 上 陸 を 早 い 段階か ら 予報 で

き て い た こ と に 感謝 の 言葉が述 べ られた．ま た，イ ン

ドの 気象局長 官，Ajit　Tyagi 氏か ら も，　 TIGGE の よ

うな ア ン サ ン ブ ル 予報 データ を使 っ て ， サ イ ク ロ ン の

予報 に 役立 て る よ うな研究が 必 要で あ る と の コ メ ン ト

が あ っ た ．ま た ， 「．ヒ陸を 予 報で き て い る の は環境場

が 効 い て い るか ら か 」，と の 質 問 もあ り，「そ の とお り

で あ る が，ナ ル ギス の場合，必 ずし も指向流 と は あ っ

て い な い ようで 更 な る研究 が必 要 i と答 えた．

第 1 図　 会 議 場 の ひ と こ ま．前 列 向 か っ て 左 か ら

　　　 　3 人 H が，McBride 氏，そ の 右 に ，
　　　 Knutson 氏，　 Chan 氏，　 Fritz 氏，そ し

　　　 て 杉氏 が 見 え る．
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第 1 表　セ ッ シ ョ ン の テ
ー

マ と基 調講 演．

テ　 ー　 マ 基 　調　講　演

熱帯低気圧 と気候変動 ：イ ン ド洋 の観点か ら

現業 の サ イ ク ロ ン 予報 と警戒 シ ス テ ム TrGpical　 cyclones 　 and 　 cli皿 ate 　 changes ：An 　Indi　an 　 Ocean
perspcctive （T ．　Kllutso11）

地球 温 暖化 と熱帯低気圧 の 活動 に つ い て

G 正〔⊃balwarming 　and 　troplcal　cyclon ε activit ｝
厂（J．　C，　L．　Chan）

近年イ ン ド洋 で 大 き な 影 響 の あ っ た サ イ ク ロ ン

（ナ ル ギ ス や ゴ ヌ 等） 熱帯低気圧 の 将来変化 に 関す る 予測 の 改善 に 向 け て

Toward 　ilnproved　projection　of　己1e　future　tropical　 cyclone

change （M ．　Sugi）
サ イ ク ロ ン 発生 に つ い て の 進展

南イ ン ド ・南太平洋 に お け る熱帯低気圧 の データ アー
カ イ ブ，気

リ ス ク と脆弱性 の 評価

（歴 史 的 サ イ ク ロ ン データ セ ッ トの 構築 を含 む ）

候 学 ，季 節 予 報 の 構 築

On　developing　a 　tropical　 cyclone 　archive ，　 clirnatology 　and

seasonal 　prediction　for　the 　South 　Irldiau　 and 　South 　Pacif正c

ocealls （Y ．　Kuleshov）

災 害 へ の 準 備，危機 管理 及 び減 災
オ マ

ー
ン 湾 岸 で 発生 した，サ イ ク ロ ン

・ゴ ヌ に よ る高潮

Cyclonc 　Gonu 　storm 　surge 　in　the　G ／11f　of 　Oman （F．　Hermann ）

気候変動 とサ イ ク ロ ン 活動度

　Mohapatra （IMD ，イ ン ド）か ら は ，イ ン ドで は

INSAT の ほ か に Kalpana と 呼 ばれ る 衛 星 デ
ー

タ を

用 い て 現業 の サ イク ロ ン 予報 を実施 し て い る と の 報告

が あ っ た．また，イ ン ド洋 の サ イ ク ロ ン の ベ ス ト ト

ラ ッ クデ
ー

タ と し て，e−Atlas と 呼 ぼれ るデー
タベ ー

ス を作成 した と の こ と だ っ た ．　　　　　 （中澤哲夫）

　 3 ．近年 イン ド洋で 大 きな影響の あ っ た サ イク ロ ン

　　　（ナ ル ギス やゴヌ等）

　Sugi （気象研究所）は ， 「気候変化に 伴 う熱帯低気

圧 の 将来変化 の 予測 の 改善 を 目指 して 」 と い う演題 で

基調講演 を行 っ た ．講演で は ， 気 象庁気象研究所 グ

ル
ープ が 中心 に な っ て 実施 し て い る，全球 20km モ デ

ル に よ る 温暖化 予測実験の結果 に っ い て話 を し た ．前

半 で は，共 生 プ u ジ ェ ク ト （2 02−2007） の 結 果 と，

そ の 成果 が 反映さ れ て い る 「気候変動 に 関す る政府間

パ ネル 」 （IPCC ） の 第 4 次報 告書 の 結論 ，残 された課

題 に つ い て 話 し た ．後半 で は，そ の 残 さ れ た 課題 の 解

決に 向けて ，現在 「革新プ ロ グ ラ ム （2007−2012）」 で

取 り組ん で い る研 究 の初期 の 成果 に つ い て 話 し た ．

　 こ の講演 で 強調 し た 点の
一

つ は ， 「温暖 化 に よ る熱

帯低気圧 の 強度の強 ま り と，発生数の減少 に つ い て ，

全球 的 な 変化 に つ い て は か な り信頼度 が 高 い が ，地域

的 な変 化予測 に つ い て は非 常に 不確実性が 大 き い 」 と

い う こ とで あ る．熱帯低気圧 に 限 ら ず，気候変化 の 予

測 で ぽ
一・
般 に ，地域 的な変 化 の 予測 の 不 確実性 は 全球

の 変化 の 予測 と比 べ てず っ と大き い ．こ の こ と は，実

際 に各 地域，各地点 で 温 暖化 の 影響 評価 を行 うた め に

大 き な問題 と な る．すなわ ち，科学者は，社会が 必要

として い る不 確実 性 の 小 さい 予 測情報 を出 して い な

い ，将来の気候変化 の 予測 の 改善 と い う点で は，まず

こ の 地域変化の 予測 の 改善を最重 点課題 と して 取 り組

む 必要 が あ る．

　講演で，強調 し た も う
一

つ の点 は，予測 の信頼度を

高 め る た め に は ， 予測結果 の 科学的理解 ・合理的説明

が 重要で あ る とい う点で あ る．温暖化 に よ っ て熱帯低

気圧 の 強度 が 強 くな る と い うの は，比較 的理解 しや す

い が ， な ぜ発生数が 減少す る か とい う こ と は簡単 に は

理解で き な い ．温暖化 で 熱帯低気圧 の 発生数 が減 る 理

由は か な り複雑 で ， 講演の 中 の短 い 時間で十分理解 し

て もらうの は難 しい が ，講 演 の 後 の 質問 内容か らは，

説 明 の ポ イ ン トは理解 して も らえた と思 われ る．本講

演 に つ い て は，地元 の 新 聞 で も記事 に 取 り上 げられ ，

そ の 中 で も 発生数減少 の メ カ ニ ズ ム に関す る記述 が 掲

載 され て い た ．　　　　　　　　　　　 （杉　正 入）

　Chan ，　Johnny，　C．　L．（香港市立大学 ， 中国）は，北

太平洋 酉部 の 台風活動 度 の 十年 ス ケ ー
ル 変動 に つ い て

解 析し，活発期 の 環境場 は 低気圧性偏差 を伴い
， 鉛 直

シ ア が弱 い な ど台風発生 に有利な条件 を伴 っ て お り，

ま た 発生域が 東 に 伸 び る た め 個 々 の 寿命 も長 くな る こ

とを示 した．Al−Azri （SQU ， オ マ ーン ） は ア オ コ 発
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生 に関す る発表 を行 っ た ．20〔〕8年 に オ マ ー ン 沿岸で ア

オ コ が異 常発生 した こ とを報告 し て い た，ク ロ ロ フ ィ

ル は，海 面水温 の 低下 と と も に 増加 す る こ と は わ か っ

て い るが，2008年 の ケ
ー

ス で は海 面水温 の 低 下 と は相

閧が な く，原因 は よ くわ か っ て い な い よ う で あ る，

　　　　　　　　　　　　　 （中澤哲夫 ， 柳瀬　亘）

　 4 ．サイク ロ ン発生に つ い て の 進展

　Yanase （東京 大学） は，「ベ ン ガ ル 湾 に お け る 熱帯

低気圧 の 発生 に 関す る数値 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン と デ
ー

タ

解析」 と題 して 発表 を行 っ た．ベ ン ガ ル 湾 で の サ イ ク

ロ ン の 発生 を季 節変化や季節 内振 動 に 伴 う環境場 の 変

化 の 観点 か ら議論 し た ．環境 場 の 解析 は Emanuel

and 　Nolan （2004 ） に な ら い ，下 1曽渦度 ， 鉛直 シ ア ，

中層湿度，潜在強度 （海面水温 と潜在不安定性を考慮

し た 指標）の 変化 に 着 凹し た ．PMEL の McPhaden

氏か ら は ，鉛直 シ アの 変化 もベ ン ガ ル 湾サイク ロ ン の

発生 と対応 し て い る 点 が 興味深 い と い う コ メ ン ト を も

ら っ た ．　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 （柳瀬 　亘）

　McPhaden （NOAA ／PMEL ，米 国） は，ナ ル ギ ス

が ベ ン ガ ル 湾 を東進 し た 際 に海面 に 及ぼ し た 影響 を

ARGO フ v 一ト の 観測 よ り示 し て い た．海洋の 慣性

振動 に も影響 さ れ た海洋混合 に よ り，海面温度が ナ ル

ギ ス の 通過 に伴 っ て大 き く減少 して い る様子 が良 く示

さ れ て い た ．今後，イ ン ド洋で の係留ブイ の 更 な る 展

開に意欲を示 し て い た ，今同の 会議参加 も， イ ン ド洋

沿岸各国 の 協力 を得 るた め の も の だ そ うだ．

　 こ の セ ッ シ ョ ン 中 ， 何人 か の 発表 で 示 さ れ て い た 北

イ ン ド洋 で の Tropical　Depression （TD ）発生 の 季

節変化が気 に な っ た ．よ く知 ら れ て い る よ う に ，口 本

で は台 風 に 相当 す る Tropical　 Storm （TS ）発 生 数

は，春 と秋 に ピ ーク を持 つ ダ ブル ピーク で あ る の に ，

TS ま で 達 しな か っ た TD 発生数 は 夏 に ピーク を持 っ

シ ン グ ル ピ ーク を 示 し て い た ．イ ン ドの 研究者 に 聞 い

た と こ ろ ，
ど う も こ こ で TD と呼 ん で い る の は ，

モ

ン ス
ー

ン 低気圧 （monsoon 　depression） の こ と の よ

う で あ る．TS は鉛直 シ ア の 影響 を強 く受 け る の で ，

夏の シ ア が 大 き い と き に は発生 が抑制 さ れ る の は よ く

知 られ て い る こ と で あ る．そ の
一方，モ ン ス

ー
ン 低気

圧 は，イ ン ド北部か らベ ン ガ ル 湾 に か け て の び る モ ン

ス
ー

ン ト ラ フ に 沿 っ て で き る低圧部で あ り，イ ン ドモ

ン ス ーン の 発 達 す る 夏 に 多 い こ と か ら，TD を モ ン

ス ーン 低気圧 とす れ ば理解で き る．わた し （中澤） の

理解で は ，
TD は TS に ま で発達 しな い 熱帯低気圧の

こ とを指 す もの と思 っ て い たが，イ ン ドで は違 う こ と

の よ うだ ．　　　　　　　　 　 （柳瀬　 亘 ，中澤哲 夫）

　 5 ．リス ク と脆弱性 の 評価 （歴史的サ イク ロ ン デ ー

　　　タセ ッ トの 構築を含む）

　 ロ シ ア か ら 来 た と い う KUIeshOv （国立 気候 セ ン

タ ー
， オ ース トラ リア）に よ る基調講演 は ， 南 イ ン ド

洋 の サ イ ク ロ ン 発生 数 の 気候学 や EI　 Nifio／La 　 Nifia

と の 関連 に 関す る もの で 面 白 か っ た ．南半球 の 熱帯低

気圧 の データ セ ッ トを紹介 し，サイ ク ロ ン 発生 数は ，

El　 Nifioの 時 の ぼ うが La 　 Niffaの 時 よ りも南 イ ン ド

洋全体で は多 くな る が ，東イ ン ド洋に 限る と逆 の 傾向

と な っ て い る こ とが 示 さ れた．ま た ， こ れ ら の 場所 で

の サ イ ク ロ ン 発生数が ，周辺 環境場 の 高 い 海而 水温
・

高 い 相対湿 度 ・大 き な渦度 と対応 し て い る と 指摘 し

た ．

　Ahmed （ウ ィ ス コ ン シ ン 大 学，米国 ） は，バ ン グ

ラ デ シ ュ の サ イ ク ロ ン に よ る水害 に つ い て 発表 した ．

バ ン グ ラ デ シ ュ で の 被害が 大 き い 原 因 と し て ベ ン ガ ル

湾 の 奥 が狭 くな っ て い る こ とや土地 の 低 さ とい う地理

的条件 の 他 に ，人 口 の 多さ や 建物 の 弱 さ な ど の 人為的

な原因に つ い て も述 べ た．Kwarteng （SQU ， オ マ ー

ン ）は，ゴ ヌ に よ る被害の 前後 の 違 い を高解像度 の 衛

星 データ を用 い て 示 した ．上 空 か らで も明瞭に見 ら れ

る マ ス カ ッ トで の水害 の 爪痕 を見 る と，ゴ ヌ に よ る 災

害の凄 ま じ さ が伝 わ っ て き た ．Levinson （NOAA ，

米 国） は，新 し い 全 球 ベ ス トトラ ッ ク の デ
ー

タセ ッ ト

IBTrACS の紹介 を し た 、海域毎 に様 々 な機関が報告

して い るデ
ー

タを合 わせ ，不確実性 の 範 囲な ども検 証

し て い た ．データ フ ォ
ーマ ッ ト も数種類揃 え て い る と

の こ とで ，グ ロ ーバ ル な熱 帯低気圧 の 研究 に は有 り難

い データ で あ る．

　 発表 内容 の 紹 介 で は な い が，Levinson博 士 との 交

流に つ い て も少 し報告し た い ，博士 の 発表 に は興味が

あ っ た の だ が ，Paralle1セ ッ シ ョ ン で あ っ た た め に 聴

講す る こ とが で き な か っ た．セ ッ シ ョ ン終了後，そ の

こ と を話 す と，発 表 さ れ た フ ァ イ ル を もらう こ と が で

き た ，著者 に は ， Nakazawa 　 and 　 Hoshino （2009）

で 引用 し て い る Kossin も 入 っ て い る．　 Levinson博

士 に は，わた し （中澤） た ち の 論 文 の 最終版 を差 し上

げ た ．米 国統合台 風警戒 セ ン ター （JTWc ） と 日本

の 気象庁で は，同 じ台風 を 見 て い て も ， ド ボ ラ ッ ク 法

の パ ラメ
ー

タ推定 に 違 い が ある こ とが わ か っ た と話 し
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た ら，「さ もあ りな ん 」 と，うなず い て い た ．

　　　　　　　　　　　　　　 （中澤哲夫 ， 柳瀬　亘）

　 6．災害へ の 準備 危機管理及び減災

　Fritz （ジ ョ
ージ ア 工 科大学，米 国）は， こ の テ ー

マ に お け る基 調講 演 を 行 っ た ．ゴ ヌ に よ る オ マ ー
ン で

の 水害 を調査 し ，
ゴ ヌ は海岸か ら離れ て い た もの の ，

サージ （高潮） に よ る 2m ほ ど の 水 位上 昇 に ，更 に 2

m ほ ど の 高波が加わ り最大で 5m ほ ど の 海水が 街 を

襲 っ た こ と を紹介 し て い た ．　 　 　 　 　 （柳 瀬 亘 ）

　 7 ．気候変動 とサ イ ク ロ ン 活動度

　Alam （バ ン グ ラ デ シ ュ 技 術 大 学 ，バ ン グ ラ デ

シ ュ ） の発表で は ， 21世紀末に，東イ ン ド，バ ン グ ラ

デ シ ュ 付近 で ， どの よ うな気候変化が想 定 され るの か

に つ い て報告 さ れ て い た ．そ れ に よ れ ば，チ ェ ラ プ ン

ジ や ア ッ サ ム 付近 の 現在で も大量 の 雨 が 記録 さ れ て い

る地域で ，さ ら に ユ0％ほ ど降水が 増加す る と の結果が

示 さ れ た ． こ の 増加 は 夏の モ ン ス ーン 期 に 起 き て お

り，逆 に 冬の モ ン ス
ー

ン 期 に は減少 し て い る こ と も報

告 さ れ た ．冬 の モ ン ス ーン 期 の 減 少 が ， ど の 領域 で 起

き て い るの か も興味が あ る点だ っ た．　 　 （中澤哲夫）

　 8．勧告

　今回の 会議で は ，最後 に オ ー
ス トラ リア国立気候研

究 セ ン ターの McBride博士 より， イ ン ド洋沿岸 国な ど

に 向けた 勧告案が 示 さ れ た の で ，こ こで 紹介 した い ．

  今回 と同様 の会合 を 2 年毎 に イ ン ド洋沿岸国 で 実

　 施 す る こ と．

  イ ン ド洋沿岸国 は ， 温 暖化時 の サ イ ク ロ ン に 関す

　 る 地域 的全球 的 な 研 究 を 協 力 し て 実施 し て 行 く よ

　 う奨励す る こ と．

  SQU は ，人 間活動 に よ る 気候 変 化 と そ の 影響 に 関

　 す る学生 と大学 院生へ の 教育 を重視 す る こ と．ま

　 た ，同大 学 が ，気候 変化 の 影響 と気候 災害 に 関 す

　 る研究の 地域 セ ン ターの 設立 コ ン セ プ トを 調査す

　 る こ と．

  イ ン ド洋 沿岸国 が ，サ イ ク ロ ン 関連 データ の 共 有

　 に つ い て ， 地域協力 を さ ら に強 め ， サ イ ク ロ ン活

　 動 の 長期 ト レ ン ド の 決 定を助 け る よ う，デ ータ の

　 質や 不均
一な ど デ

ー
タ の 品質 に 関す る 研究 を実施

　 す る こ と．

  イ ン ド洋 沿 岸国 は ， サ イ ク ロ ン の 気候 モ ニ タ リ ン

　 グ と 同時 に ，即 時的 な 検出 や 警 報 の た め，そ れ ぞ

　 れ の 国で 求め ら れ る観測要求を と り ま と め る た め

　 に 協力 す る こ と．デ
ー

タ に は，地 上，高層 の みな

　 らず，レ ーダや，衛星 受信 の 施設 や イ ン フ ラ，航

　 空機に よ る サ イ ク ロ ン 観測 も含む ．

  イ ン ド 洋 で 展 開 さ れ て き て い る 係留 ブ イ ネ ッ ト

　 ワ ーク IndOOS （イ ン ド洋海洋観測 シ ス テ ム ）が ，

　 モ ン ス ーン の 研究 お よ び 予測 に 重 要 な海洋 の 観測

　 シ ス テ ム で ある こ と か ら ， ま だ IndOOS の活動 に

　 加 わ っ て い な い 国 は，参加 を検討 す る こ と．

  温 暖化 の サ イク ロ ン 活動 へ の 影響 に つ い て は，海

　 域 ご と に 不 確定性が 高 い ．イ ン ド洋沿岸国 は ， ど

　 の よ うなパ ラ メ
ー

タ が サ イ ク ロ ン 活 動 に 最 も影響

　 す る の か を理解す る た め に，数値実験 や診断的研

　 究 な どを実施 す る こ と．TMRP を通 じ て，　 WMO

　 が，こ の 点で は大き な役割を果た す こ と．

　　　　　　　　　　　　　　 （中澤哲夫 ， 杉 正人 ）

　 9 ．熱帯低気圧 に対する気候変化の 影響に関する専

　　　門家チ
ーム会合

　 こ の 専 門家 チーム は ， 世 界天候研究計画 （WWRP ）

の ，熱帯 気象研究 （TMR ）作 業部会 の 下 の 熱帯低 気

圧 パ ネ ル （TCP ） の 専門家 チ ーム で あ り ，
　 WMO に

熱帯低気圧 の 気候変化 に関連す る事瑣 に っ い て，専門家

と し て の 見解 を ま と め て 報告す る こ と を目的 と し て昨

年 4 月に発足した、発足時 の専門家 チーム メ ン バ ーは ，

　J〔〕hn　McBride （共 同 議 長） （国 立 気候 研 究 セ ン

　　タ ー
， オ ース トラ リア），

　 Tom 　Knutson （共同議長）（GFDL ／NOAA ，米国），

　 Johnny　Chan （香港市立大学 ， 中国），

　Kerry　Emanuel （MIT ，米 国），

　 Isaac　Held （GFDL ／NOAA ，米国），

　 Greg　Holland （NCAR ，米 国），

　 Chris　Landsea （NHCINWS ／NOAA ， 米国）

の 7名 で ある． こ の うち，McBride と Chan以外 の 5

人 はい ずれ もア メ リカ 人 で あ る．メ ン バ ー構成が ア メ

リ カ 人 に偏 っ て い る と い う批判 も あ り ， 今回新た に，

　 A ．K ．　Srivastava （IMD ，イ ン ド），

　 Masato 　Sugi （気象研究所 ，凵本），

　 Jim　Kossin （ウ ィ ス コ ン シ ン 大学 ， 米 国）

の 3 名 が メ ン バ ー
に 加わ る こ と に な っ た ．

　 会合 は ，
3 月 6 日 と 7 日 の 2 日 間 SQU で 開か れ

た ．共同議長 の Knutson 以 外の ア メ リ カ 入 は，電話

会議 と メ ー
ル で の 参加 と な っ た．両 口 と も， 午前中 は
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オ マ ーン に集ま っ た メ ン バ ーだ け に よ る 会議が ， 午後

は 1 時か ら 5 時まで （ア メ リカ東部 σ）午前 4 時か ら 8

時，中西 部の午前 2 時 か ら 6 時）電 話会議が 開 か れ

た ．今回 の専門家チ ーム会合の 目的 は ， 2006年11月 に

コ ス タ リカ で 開 か れ た，第 6 回世界熱 帯低気圧 ワ
ー

ク

シ ョ ッ プ （IWTC −VD で ま と め ら れ た，「熱帯低気圧

と気候変化 に 関す る ス テー トメ ン ト」の ア ッ プ デート

で ある．

　第 1 日日は，過去 の 観測データ か ら，既 に 温暖化 の

影響 が 熱帯低気圧 の 活動 に 影 響を及 ぼ し て い る こ と を

検出で き る か ，そ の よ うな 影響が モ デル で 説明で き る

か ，理解で き る か ， と い う問題 に っ い て の議論に ほ と

ん ど の 時間 を費や し た ．こ の 間題 は，特 に ア メ リ カ

で ，2〔｝05年の ハ リ ケ ーン ・カ ト リーナ 以来，そ し て そ

れ と 同 時 期 に 発 表 さ れ た，Emanuel （2005） の

Nature の 論 文，　 Webster ほ か （2005）の Science の

論文以来 ， 様々 な議論が続 い て お り， 現時点 で の専門

家チ ー
ム の 見解 を ま と め て お き た い と い うの が，（ア

メ リ カ の）メ ン バ ー共 通 の 思 い の よ う で あ る，

IWTC ．VI の ス テ
ー

トメ ン トの ま と め の 部 分 で は，

「（た と えばハ リ ケ ーン ・カ ト リーナ の よ うな ）個々 の

熱帯低 気圧 に つ い て，温 暖化 の 影響 が あ るかな い か と

い う こ と は検 出で き な い 」 と い う表現 に な っ て い た

が ， 今回 の Knutsonの 素案で は ，1熱帯低気 圧 の 活動

の 強化 に っ い て の 温暖化 の 影響 を 示 す い くつ か の 統計

的な証拠が示 さ れ て い る が，こ の よ うな関 係 を支持 す

る科学的根拠 が 確 立 さ れ て い る と は い え な い 」 とい う

よ う な表現が提案 さ れ ， お お む ね 了承 さ れ た、

　 2 日目の 電話会 議 で は，（モ デ ル に よ る）将来予測

の 問題 を中心 に議論が 行わ れ た ．IPCC 第 4 次報告書

の ま と め で は，「温 暖化 で 熱帯低 気圧 の 強度 が 強 くな

る こ と は か な り確か ら し い が ，全球 的 に 発生数が 減 る

とい う予測 は強度 の 変化 の 予 測 と比 べ て 信 頼 度 が 低

い 」 とい う表現 に な っ て い る．今回 の 専 門家チ
ーム 会

合の Knutson の 索案 で も，「強度 の 強 ま り に つ い て の

予測 の 信頼 度 は 巾 くら い だ が ，発生頻度 の 減少に つ い

て の 予測 の 信頼 度は 低 い 」 とな っ て い た． こ れ に 対

し，杉 は ，「IPCC 第 4 次報 告書 以 降 の 最 近 の モ デ ル

の 成果 も考慮 す る と，」F解像 度 （120km 程度） か ら

高解像度 （20km ） ま で の 全 て の モ デ ル の 結果は ，全

球 の 熱帯低気圧 の 発生数 が 温暖化 に よ り減少す る と い

う点 で定性的 に
一

致 した結果 を示 して お り，全球 の 発

生 頻度 に つ い て は，か な り信頼性 が 高 い ．一．・
方，海域

ご との 発生数 の 変化 に つ い て は，モ デ ル に よ っ て 大き

な 違 い が見 ら れ る． こ の こ と か ら，「温 暖化 に よ る熱

帯低気圧の 強度の 強ま りと発生数の減少 に つ い て 全

球 的な変化 に つ い て は か な り信頼度が 高い が ，地域的

な 変化予 測に つ い て は非常に 不確実性が大き い 』 と い

う表現 に して は ど うか 」 と主張 し た ．議論 の 結果， こ

の 点を考慮 し た 表現 に な っ た．　　　　　 （杉　正 人 ）

　10．オ マ
ーン の 印象など

　ア ラ ビ ア の 国を訪問す る の は今回が初め て で ，貴重

な 異文化体験 で あ っ た （今 回 の 会議 へ の 参加 が な けれ

ば，お そ ら く，オ マ ーン を訪れ る こ と は
一

生涯な か っ

ただ ろ う）．イ ス ラ ム 教 の 国，砂漠 の 国 と い う点 で 独

特 の 文化圏 で あ る ．男性 は 白，女性は黒の ガ ウ ン の よ

うな服 （こ れ は，気候風 土 に 合 っ た 合理 的 な服 か も し

れな い ） と，幾何学 的 な規則性 と淡 い 色彩 を重 んずる

建築様式 な ど が 強烈 な第
一

印象 と し て 残 っ た ．街 を走

る自動車 の ほとん どが 日本車 で ，オ マ ーン の 人 々 は日

本 に 対 し て は特 に 厚い 信頼 と尊敬の 感情を持 っ て い る

よ うで あ っ た ．日本 と い う国が，外国の 人 々 に こ の よ

う に 思われ て い る こ と は ，実は か な り重要な こ とで は

な い か と思 っ た ．オ マ ーン と他の ア ラ ブ諸国で ， どの

よ うな違 い が あ る か は分 か らな い が ，他 の 国 で もオ

マ ーン の人 と同じ様な感情 を 日本に対 し て持 っ て い る

とす るな ら， こ の ような関係 を損 なわな い よ うに こ れ

ら の 国 々 と付き合 っ て い く こ とが 大事 な の で は な い だ

ろ うか ．　　　　　　　　　　　　　　 （杉　正人）

　 コ ーラ ン を読 む （とい う より唄 う感 じだが） こ と か

ら始 ま っ た 表記 の 会議は，そ の 国土 の 大 半が 砂漠 で あ

る オ マ ーン を襲 っ た サ イ ク ロ ン ・ゴ ヌ が き っ か け だ っ

た．小職 もイ ン ド洋 の サ イ ク ロ ン に つ い て は ほ と ん ど

知識が な か っ た だ け に ， 多 くの新鮮 な情報を得 る こ と

が で き た こ と は有 益 で あ っ た ．ま た，こ れ ま で

THORPEX 活動 に は そ れ ほ ど積極的で は な い と感 じ

て い た イ ン ドの 気象局長 官か ら，TIGGE な ど の 活 動

を通 じ て イ ン ド も積極的 に か か わ っ て い き た い と の 意

向が示 され た こ とは車要で ある．今後 具体 化 に 向け て

イ ン ド と の 協力 を 強 化し て い き た い と考え て い る．

　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 （中澤哲夫 ）

　広 い 領域 の 熱帯低気圧 を統計的 に 調 べ て い る研究者

に と っ て は，北 太平洋 や 北大西洋 な ど の 馴染 の あ る海

域 か ら 離 れ て イ ン ド洋 に 日 を向け る こ と は ，普段使 っ

て い る解析方法や解釈が どの 程度普遍性の あ る もの か
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を知 る 良 い 機会 に な っ た と 思 う．個 々 の 事 例 の 研 究

は，実際 に 大 き な被害 を受 けた バ ン グラ デシ ュ や オ

マ ーン か らの 発表 が多 く，主 に被害状況 の 報告や 防災

戦略 に 関す る内容 で あ っ た．サ イク ロ ン の メ カ ニ ズ ム

自体 に関す る数値 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン な ど を 用 い た 研究

は 少 な い よ うに 感 じ られ た．

　今圃 の 会議で は様々 な興味 を持 っ た研究者が 集 ま り

惰報交換を した が
， 日本で は馴染の 無い イ ン ド洋の サ

イ ク ロ ン に関 し て ，ど の よ うな研究が なされて い るの

か と い う様 子 を 知 る の に，非常 に 有意義 な 会議 で あ っ

た．今後 も数 年 に
一

度 こ の ような機会 を設 け られ る と

良 い が ，そ の 際 に は イ ン ド洋 に特有な サ イ ク ロ ン と そ

の 環境場 の特徴は何か と い う理 解に関 して も， 研 究者

間 の 有機的な 交流が 図れ る と良 い と感 じ た ．

　首都 マ ス カ ッ ト周辺は治安 も良 く， 夜 に訪れ た ス ー

ク と呼 ばれ る市場 は 非常に 活気が溢 れ て い た．町 は岩

山の合問や海岸付近の 数 ヶ 所に点在 し ，
ビ ル の す ぐ裏

に 岩 山がそび えた つ 光景 も見 られ た．会議 の 行 わ れた

SQU は 白色 の 美 し い キ ャ ン パ ス で ， 2 階建 て ほ ど の

建物群が屋根 の あ る通路 で 結ぼ れ て い る．会議室 の 中

は 日本 の も の と何 ら 変 わ りは 無 い が ，白 い 衣 装 （男

性）や黒 い 衣装 （女性）を ま と っ た研究者や学生 を見

る と，オ マ
ー

ン の 大 学 に い る こ と を 思 い 出 さ せ て くれ

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　 （柳瀬　亘）

略語 一覧

ARGO ：Array　for　Real−time　 Geostrophic　 Oceanogra・

　phy 　ア ル ゴ 計画 ，アル ゴ ブイ

GFDL ：Geephysical　Fluid　Dynamics 　Laboratory　地球

　流体力学研究所

IBTrACS ：International　 Best　Track 　Archive 　 for　 Cli−

　 mate 　 Stewardship 　気候管 理 の た め の 世 界 ベ ス ト ト

　 ラ ッ ク アー
カ イ ブ

IMD ：Indian　Meteorelogical　Department イ ン ド気 象 局

IndOOS ：Indian　Ocean　Observing　System　 イ ン ド洋海

　 洋 観 測 シ ス テ ム

INSAT ：Indian　National 　Satellite　System 　イ ン ド衛星

　 シ ス テ ム

IPCC ：Intergovernmental　 Pancl　 on 　 Climate　 Changc

　気候変動 に 関す る政府間 パ ネ ル

IWTC ：International　 Workshop 　 oll　Tropical　 Cyclone

　 世 界 熱 帯低 気 圧 ワーク シ ョ ッ プ

JTWC 　l　Joint　Typhoon 　Warning 　Center 米 国統 合台風

　 警戒 セ ン タ
ー

MIT ：Massachusetts　 Institute　 of 　 Technology　 マ サ

　チ ュ
ー

セ ッ ツ 工 科 大 学

NCAR ：National　 Center　 for　 Atmospheric　Research

　米国 大 気 研究 セ ン ター

NIIC ： Na 亡ional　Hurricane　Center　米国ハ リケーン セ ン

　 ター

NOAA ：National 　 Oceanic　 and 　Atmospheric　Adminis−

　trati〔m 　米 国海 洋 大 気 庁

NWS ：Nationa正Weather　Service 米 国 気象 局

PMEL ：Pacific　Marine　Envirol  ental 　Laboratory 太

　平洋海洋環境研究所

SQU ：Sultan　Qaboos　Universityサ ル タ ン ・カ ブース 大学

TCP ：Tropical 　Cyclone 　Panel 熱帯低気圧 パ ネ ル

TD ：Tropical　Depression　熱帯 じ ょ う乱 （最大 風 速が 17

　 m ／s に 達 し な い 熱帯低気圧 ＞

THORPEX ：The 　Obseiz’ing　Syste皿 　Research 　and

　Predictability　Experimen 仁 観 測 シ ス テ ム 研究 ・予測

　可能性実験

TIGGE 　l　THQRPEX 　 Interactive　Grand　Global　 Ensem −

　b工eTHORPEX 双 方向マ ル チ セ ン ター
全球 ア ン サ ン

　 ブル

TMR 二Tropical　Metcorol。gy 　Research　熱帯気象学研

　 究

TMRP ：TrDpical　 Meteorology 　 Researcll　 Progra  e

　 熱 帯 気 象研 究 計 画

TS ：Tropical　Storm 　熱帯ス トーム （熱帯低気圧 の 階級

　 の
一

つ ）

WMO ：World 　Meteorological 　 Organization世界気象

　機関

WWRP ：World 　Weather 　Research 　Programme 世界

　天候研究計画
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