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　 1．は じめ に

　第 4 同 SPARC 総会 が ，2008年 8 月 31日 か ら 9 月

5 日 に イ タ リ ア の ボ ロ
ーニ

ャ で 開催 さ れ た ．ボ ロ
ー

ニ ャ は フ ィ レ ン ツ ェ と ヴ ェ ネ チ ア の 中間に位 置 し，建

物 の 軒 の 柱廊 ，赤やオ レ ン ジ の 屋根瓦 が特徴 の 都市 で

あ る．会場 とな っ た CNR 　Conference　Center は 自然

に囲 まれた小 高い 丘 の 上 に 建 っ て お り，ボ ロ
ー

ニ ャ 駅

中心部 か らバ ス で 15分ほ ど の 場所 に 位置す る．そ こ に

世界各国 よ り約400名の 参加者が 集 ま り，成層圏過程

に 関 す る研究 発表 が行 わ れ た ．SPARC は 1992年 に 開

始 さ れた WCRP の 主要 プ ロ グ ラ ム の ひ と つ で あ り，

成層圏プ ロ セ ス が地球の気候変動に及ぼ す影響 の 研究

を推進 す る 国際研究 プ ロ ジ ェ ク トで あ る． 4 年 に 1度

総会 を開 き，成層圏 の 役割 に つ い て の 研究発表 を行 っ

て い る，1996年に第 1 回総会が メ ル ボル ン （オ ース ト

ラ リア） で 開か れ，第 2回 の マ ル デ ル プラタ （ア ル ゼ
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ン チ ン ），第 3 回 の ビ ク トリ ア （カ ナ ダ） で の 会議

（余 田 ほ か 2005を 参照） に 続 い て 今回 は そ の 第 4 回 と

な る，

　 1 日 目 は，IPCC の 第 1 作 業部 会の 共 同議長 で あ

り
， 南極の オ ゾ ン ホ ール の生成機構 に関す る研究で 著

名な Solo皿 on 博士 （米 ・NOAA ） の 特別講演 で 幕 を

開 けた．初 日は 「分野横断的問題 」 とい うセ ッ シ ョ ン

で あ り，他 に 4名 の 招待講演が行わ れ た ． 2 日目以降

に は
， 以下の セ ッ シ ョ ン に分か れ て，口頭 ・ポ ス タ ー

発表 が催 さ れ た ．

● （1 円目）分 野横 断的問題　Cross−cutting 　Issues

● （2 日 目）成層圏対流圏力学結合　Stratosphere−

　 Troposphere　Dynamica ］Coupling
● （3 日月）中高緯度の、ヒ部対流圏

一
下部成層圏

　 Extratropical　UTLS

■ （4 日目）成 層圏変 化 の 検 出 と要因分析 Detec−

　 tion　and 　Attribution　of　Stratospheric　Cha  e

● （5 日目）対流圏界面遷移層　Tropical　 Transi−

　 tion　Layer

● （6 日目）大気化学 と気候　Atmospheric　Chemis−

　 try　and α imate

また 4 日目の午後に は，様々 な ワ ーキ ン ググ ル
ープ に

よ る研 究集会 が 開催 さ れ，よ り専門的な内容の発表や

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が 行われた．

　発表 数 は ， 口 頭発表 が 約60件，ポ ス ター
発 表 が 納

330件を数 え た．講演中に は聴講者 も発表 に 聞 き入 っ

て お り，常時活 発 な質 問 や 議 論 が 展開 さ れ た ．一
方

で ，本総会は ポ ス タ ー
発表 に も重点 を置 い て い る こ と

に 特徴 が あ っ た．ポ ス タ
ー

セ ッ シ ョ ン の 会場 は広 く
，

1 発表に つ き 2 度の コ アタイ ム が 設 けられ ， 議論 す る

の に十分な時間が 確保 され て い た．
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　次節以 降 で は，日 本 か ら 参加 した 若手研究者及 び 大

学院生に よ る各セ ッ シ ョ ン の 内容説明 と会議の感想 に

つ い て報告 す る．

（井上 　誠，山下 陽介）

　 2 ．分野横断的問題

　初 日 は 大 気化 学，モ デ ル ，衛星 観測 な ど様々 な 分野

の 研究者 に よる招待講演 で 始 まっ た．まず，IPCC の

第 1作業部会 の 共同議長 で あ る SolomQn 博 士 （米 ・

NOAA ）の 特別講 演が あ っ た ．そ の 後 ，各方 面 の 専

門家 4 名 の 講 演 が 行わ れ た ．

　Solomon 博 士 の 講 演 は，こ れ まで の IPCC の 評 価

報告書 に ま と め ら れ た最近 の 成層圏研究 に 関す る 内容

が 中心 で あ っ た ．特に，近年の 南半球春季の オ ゾ ン減

少が 夏季 の 高 緯 度 対 流 圏 の 気 候 場 （具 体 的 に は，

SAM イ ン デ ッ ク ス ）の ト レ ン ドに有意に 影響を及 ぼ

す と い う 話 は 興 味 深 か っ た （Thompson 　 and

Solomon 　2002）． こ れ は ， 熱帯下部成 層圏の 寒冷化

（Thompson 　and 　Solomon 　21）05） や，温室効 果 ガ ス の

増加 に 伴 う子 午而循環，ま た 波動伝 播特性 の 変化

（Garcia　and 　 Rande12008 ） が関係 して い る こ と を示

唆して お り，
こ れ か らの 進展が注 目され る．Polavar−

apu （カ ナ ダ環境省）は，成層圏 に お け る データ 同化

の 最新の 成果 と問題 点，今後の 展望 を発表 した ．Lo −

hmann （ス イ ス 連邦工 科大 学）は，　 UTILS に お け る

巻雲や対氷過飽和域の モ デ ル シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 結果 を

紹介 し，衛星 データ や 航空機データ と比較 した．

　 こ の よ う に， 1 日目は化学やデータ同化 な ど多岐 に

渡 る手法 や内容 の 発表 が 行 われ ， 成層圏 に関す る最新

の 研究成果 に 触 れ る こ と が で き た 、成層鬮過程の研究

が社会的に も注目さ れ，今後の 進展が期待 され て い る

分野 で あ る こ と を改 め て 実感 し た ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （井．ヒ　誠 ）

　 3 ．成 層圏対流 圏力学結合

　本 セ ッ シ ョ ン で は 主 に 成層圏 の 力学 や将来変化，気

候変化 予測 に お け る成層圏の 重要性 に つ い て の 講演 が

あ っ た． こ こ で は 講演 の
一

部 を紹 介す る．成層圏極渦

変 動 に よ っ て 対 流圏環状 モ ード は影響 を 受 け る． こ の

過 程の 中で 平 均風及 び温度場 の 変化 が ，波 に よ る運 動

量 フ ラ ッ クス に 及 ぼ す影響に つ い て は ま だ理解が 足 り

な い こ と を ThOmpson （米
・

コ ロ ラ ド州 立 大学）が

指 摘 し た ．ま た ，Kushner （加 ・1・ロ ン ト大 学） は

GCM を用 い た 二 酸化炭素増加実験で，重 力波 パ ラ メ

タ リ ゼ ーシ ョ ン の 設定 に よ っ て ，対流圏環状 モ ー ドの

応答が 変化す る こ と を示 し た ．多 くの 二 酸化炭素増加

実験 で BDC が強化す る結果 が得 ら れ て い る．　 Garcia

（米 ・NCAR ） は こ の 強化 は亜熱帯下 部成層圏に お け

る Eliassen　Palm フ ラ ッ ク ス 収束 の 増加 に 伴 う こ と

を 示 し，対 流 活 動 の 活 発 化 の 影 響 を示 唆 し た ．

McLalldress （加 ・トロ ン ト大学） は Eliassen　 Palm

フ ラ ッ ク ス の増加 に は地形性重力波 と惑星規模波動 の

増加 が 主 に 寄 与 し て い る こ と を 示 し た ．Giorgetta

（独 ・MPI ） は，1991年 の ピ ナ ツ ボ山 の 噴 火 が QBO
西風位相 の 持続 に 寄与 した メ カ ニ ズ ム に っ い て GCM

で 検証 した ．佐藤 （東京大学） は高解像度 AGCM を

用 い た 中層大気力学 の 研 究 （KANTO プ ロ ジ ェ ク ト）

の概要を紹介 し，AGCM で 得 られ た 対流圏一中間圏界

而 に お け る 波動 と 大循 環 の 相 互 作 用 の 結 果 を報告 し

た．

　力学結合 ・重 力波 ・データ同化に関す る ポ ス タ ー発

表 は 100件以上 あ っ た が，そ の
一

部を紹介 す る．Bald−

win （米 ・NWRA ） は成層 圏過 程 が 対 流 圏 に 及 ぼ す

影響 を，気候 モ デル で 表現す る た め に 必要な解像度 と

物理 過程 に関す る 議論 を行 っ た．Ern （独 ・FZK ） は

SABER 衛 星観測 と ECMWF 客観解析 に 現 れた重力

波 との 比較を行 い ，山岳波 と極夜ジ ェ ッ ト起源の 軍力

波が よ く表現 さ れ て い る こ と を示 した．Geiler（米 ・

Stony　 Brook 大学）は高解像度 ラ ジ オ ゾ ン デデー
タ

を 用 い た 重力波 の 解析 を行 い ，鉛直流に 現 れ る 重力波

シ グナル は 対流 と深 く関連 し，自発的 に 励 起 さ れ る慣

性里力波 は 運動 エ ネル ギ ー
に 現 れ や す い こ と を 示 唆し

た ．一
丸 （九州大学） は気象研究所気候 モ デル の 予測

結果を用 い て ，北半球冬季の 突然 昇温 の 予 測可能性 は

プ ラネ タ リ
ー波の ス ケ ー

ル に強 く依存す る こ と を示 し

た ，井 上 （CCSR ）は 対 流 圏循 環 と QBO の 関 連 を

NCEPINCAR の 再 解 析 デ
ー

タ を用 い て 調 べ ，　 QBO

東風
・
西風位相 に 伴 う中高緯度の循環場 の 変動 の 違 い

を 示 し た ．津 田 （京 都 大 学） は 最 新 衛 星 COSMIC

を，河谷 （JAMSTEC ） は AGCM を用 い て ，亜熱帯

ジ ェ ッ トか ら生成 さ れ る重力波 ， 及 び赤道域の 3次元

重力波 ・赤道波 の 全球分布，励起源 と伝播特性 に 関 し

て ，観測 と モ デ ル を 合 わ せ た 考察 を行 っ た ．西井 （東

窟大学）は 突然昇温予報 に 影響 を与 えた 初期 値誤差 場

を 調 べ た ．田 口 （愛 知 教 育 大学） は NCEPINCAR

の 再解析 デ
ー

タを用 い て
， 対流 圏 の ブ ロ ッ キ ン グ と成

層圏突然昇温 と の 関連 を調 べ ，両者 に統 計的 に は大 き

な相 関 が 無 い こ と を示 し た ．渡 辺 （」AMSTEC ）は

32
“
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T213L256 　 AGCM の波動 を含む 全般的な モ デ ル 特性

に つ い て報告 した．

　　　　　　　　　　　　　 （河谷 芳雄 ， 西井和晃）

　 4 ．中高緯 度の 上部対流圏
一一
下部成層 圏

　中高緯度 UTLS セ ッ シ ョ ン で は ，　 UTLS に お け る

大気構造，微量成分分布，大気輸送過程，大気放射過

程 に関す る興味深 い 発表 が数多 くあ っ た．

　セ ッ シ ョ ン の 前半で は
，

近 年の 人 工 衛星 観測 データ

に 基づ くUTLS の微細
．
構造 に関す る報告が あ り，最

新の 衛星観測 の高 い 能力 を印象付 け る もの で あ っ た ．

Alexander ら （米
・NWRA ／CoRA ）は AIRS 及 び

HIRDLS に よ る 観 測 データ か ら，堀 之 内 ら （京 都 大

学） は GPS 掩蔽 観測 デ
ー

タか ら，様 々 な地 点 に お け

る 重力波 の 事例 解析結果 を 示 し た ．ま た
，
Gille（米 ・

NCAR ）ら は，　 HIRDLS に よ る 温 度や 微量 成分 （オ

ゾ ン ，水蒸 気，
一酸化窒素）デー

タ を 用 い て
， 対流

圏
一成層圏双 方向輸送の事例 を記述し た （観測の概要

は Gille　et　al ．2〔〕08を参照 ）．セ ッ シ ョ ン の後半 で は，

航 空機 お よび衛星観 測 に 基 づ く UTLS で の 微量 成分

分布 と対流圏界面逆転層 に 関す る発表が あ っ た．大気

波動 に よ り駆動さ れ る大規模な下降流が逆転層に寄与

し得 る 可能性 が あ る こ と や （Birner ，米 ・コ ロ ラ ド
，J・「・［

立 大学），近年の衛星観測 か ら推定さ れ る対 流圏界而

付近 で の 局 所 的な混合領 域 の 存在 （Hegglin，加 ・ト

ロ ン ト大学 ，
Ilegglin　 et　 al ．2008を参照），

ア ジ ア モ

ン Jl　一ン 域 UTLS に お け る オ ゾ ン や CO 濃度 の 増大

（Park ， 米 ・NCAR ） （Park 　et　al ．2008）な ど，大気

構．造を理解す る上 で重要な新 しい 研究発表が あ っ た．

　 ポ ス タ ー
発表で は，各種観測や モ デ ル を駆使 した

，

UTLS 微 細 構造 や 大 気 構 造 （循環，対流 圏界 面 高

度 ， 微量 成分濃 度） の 長期変動 を 調査 す る研 究発表 が

あ り 1 大変 良い 勉強に な っ た．著者 （宮崎）の 高分解

能 GCM を 用 い た 中高 緯度 UTLS の 輸送 過程 に 関す

る 発 表 に 対 し て は，Legras （仏 ・LMD ），　 Haynes

（英 ・ケ ン ブ リ ッ ジ 大学），Gille（米 ・NCAR ） な ど

か ら数多 くの コ メ ン トを貰 う こ とが で き，今後 の 研究

の 発展 へ の ヒ ン トを得 る こ と が で き た こ と も大 き な収

穫 と な っ た ．全体 に，議論 の 充実 し た 楽 しい （？）会

議 で あ っ た ．

　　　　　　　　　　　　　　（宮崎和幸 ， 田 口 正和）

5．成層 圏変化 の 検 出 と要因分析

午前中の み の セ ッ シ ョ ン で あ っ た会議 4 日目は，成

層圏気候変化 の 探知 ・要因 ・予測 に 関す る研究成果が

報 告 さ れ た ．ま ず Bodeker （ニ ュ
ージーラ ン ド ・

NIWA ） に よ り セ ッ シ ョ ン の 概要 説明が 行 わ れ ，近

年 の オ ゾ ン 回復 に 関 す る見 解 を示 し た 結果 （Kane

2008）な ど が 紹介 さ れ た ．続 い て，大気微量成分 の 衛

星観測 や 計算機 の 進歩 に 基 づ い た最新 の 研究成 果 に つ

い て 8tt ［・ の 講 演 が 行 わ れ た ．　 Newman （米 ・

NASA ）は CCM と EESC の 予測 に 基 づ き，極 域オ

ゾ ン が 2024年 ご ろ か ら回 復 に 向か い ，2060年代 に は

1980年 の レ ベ ル まで 回復 す る こ と を示 した ．また，気

候変動 が 同復 を加速 さ せ る 可能性 も示 唆 し た ．

　 オ ゾ ン ホ ール と気候変動，あ る い は 太陽活動や微量

成分 の 経年変動 と の 関係 を議論す る講 演 が 多 い 中で ，

多 数 の 水 蒸 気 測 定 器 を 実験 室 で 直 接 比 較 す る

AquaVIT プ ロ ジ ェ ク トに関す る M6hler （独 ・FZK ）

の 講演 はH を惹 い た．最後 に ， SPARC 以降 の 新た な

成層圏プ ロ ジ ェ ク トに っ い て ，Shepherd （加 ・ト ロ

ン ト大学）の レ ビ ュ
ーを 基 に活発な 議論が な さ れ た．

成 層圏 と気候 変動 の 関 わ り を知 る こ と は，単 な る科学

的興 味 を超 えて 社 会的要請 と な りつ つ ある．成 層圏 の

研究が今後 ど こ に 向か うの か ，今回 の SPARC は そ

の 方向性を考え る良 い 機会 とな っ た ように 思 う．

　 　　 　　　 　　 　　 　　　 （
一

丸知子 ，冨川喜弘）

　 6，対流圏界面遷移層

　本 セ ッ シ ョ ン で は，TTL 内 で の 物 質輸送過 程 を議

題 の 中心 と した ，モ デル と観測 の 研究成果が 発表さ れ

た （講演 11件，ポ ス タ ー 111件）．

　まず，最初 に Anne 　Tholnpson（米 ・ペ ン シ ル バ ニ

ア大学） か らセ ッ シ ョ ン の 概 要説 明が なされた．主 に

TTL 内 の 力学 （輸送過程） を理解す る た め の ，水蒸

気量 の 観測，雲微物理，水蒸気 トレ ン ド，物質輸送過

程 を理解す るた め の トレ
ー

サ
ー

実験 な ど と い っ た研究

分野問の相互関係や 現在話題 とな っ て い る研究成果が

述べ ら れた．続 い て ，モ デ ル 実験 や観測 か ら得 られ た

結果の 凵頭発表が な さ れ た ．そ の い くつ か を取 り上 げ

る．

　Donner （米 ・NOAA ） は ，
　 TTL 内 の 水 蒸気量 を

コ ン ト ロ ール し て い る対流雲を GCM 内で表現 す る際

に は，深 い 対流が もた らすデ トレ イ ン メ ン ト効果だ け

で な く，雲微物理過程を 現実に合わ せ て 正 確 に 表現す

る必要が あ る こ と を 指摘 した （DOIIner　et　 al ．2007）．

　Fueglistaler（英 ・ケ ン ブ リ ッ ジ 大学 ） は
，
　 ERA −

40で は雲 と放射の相互作用 か ら生 じた加熱 （上昇流）
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が TTL 内で 過 大評倆 さ れ て い る こ と を示 す と と も

に，オ ーバ ーシ ュ
ー ト して い る （対流圏界面 を突 き抜

け る）積乱雲 が もた らす冷却効果 を正 確 に評価す る必

要性を指摘 し た ．

　Grosvenor（英 ・マ ン チ ェ ス ター大学）は，深 い 対

流活動が対流 圏の 水蒸気 を成層圏に輸送 す る こ とで ，

成層圏を 湿潤化 さ せ る効果 を議論 し，近年 の 成層 圏の

湿潤化 トレ ン ドの
一因 を成 して い る可 能性 を指 摘 し

た．

　Volk （独 ・フ ラ ン ク フ ル ト大学） は，熱帯 の 3 つ

の 航空機観測デー
タ （ブ ラ ジル ，西部 ア フ リカ ，ダー

ウ ィ ン ） を使 用 し て ，TTL 内，　 TTL か ら成 層圏 へ

の 物質輸送 過程 （熱 帯域 で の 対 流 活動 に 伴 う鉛 直輸

送 ， 中緯度で の 成層圏 と の 対 流圏界面 を また ぐ等温 位

向上 の 水平輸送 ，TTL 内 の ゆ っ く り と し た 上昇） に

着目し た ．そ の 結果，中緯度の 対流圏界而 を通過 して

の 等温位面上 の 水平輸送 は，ブラ ジ ル で 頻繁に 観 測 さ

れ た．ダーウ a ン や西部ア フ リカ で はあ ま り観測 さ れ

な か っ た．ブ ラ ジ ル と ダーウ ィ ン の 観測 は ，
一

酸化炭

素 （トレ ー
サ

ー
と して 使 用） が 深 い 対流活動 に よ っ て

対流圏下層か ら TTL 内に運ば れ ，そ の 後，ジ ェ ッ ト

の付近 に お い て成層圏に輸送 さ れ て い る こ と を示 し た

（Konopka 　 et　a ！．20〔｝7）．

　そ の 他多 くの 興味深 い 話題 が 本 セ ッ シ ョ ン で 取 り上

げ られ た．主 に 深い 対流活動が TTL 内へ 与え る影響

の 理解，が議論の 中心 に あが っ て い た ．

　ポ ス タ
ー

会場 は 大 き く 2 つ に 分 けられ，展示時 間 も

充分 に あ っ た た め
， 参加者は ほ と ん ど の ポ ス ターを 見

る こ とが で き た ．筆者 もポ ス ターで の 参加だ っ た が，

多 く の 研究者 と 充分 な議論 を交 わ す こ と が で き た 、自

分 の 英語力 に 対す る 反省 も感 じ た が
， 著名な研究者 と

の 議論は何 に も代え ら れ な い 貴重 な体験 で あ っ た ．

　　　　　　　　　　　　（久保 川陽 呂鎮，江 凵 菜穂 ）

　 7 ．大気 化学 と気候

　最終 円 に 行わ れ た本セ ッ シ ョ ン で は，対流圏か ら成

層圏 に お け る化学一放射 力学相互作用 に よっ て 牛 じる

気候変勤 に 関す る 研究成果を 中心 と し て 110 件 の 口 頭

発表が あ っ た ．CCM を用 い て 行 わ れ た 研 究内容 が 多

数 を 占 め，Tourpali （ギ リ シ ャ
・ア リ ス ト テ レ ス 大

学）に よ る21世紀中の 地表紫外線 予測 な ど社会的要請

を 意識し た テ ー
マ の 発表 が 多か っ た の も特徴的 で あ っ

た ．

　 セ ッ シ ョ ン始 め に行わ れ た Eyrillg（独 ・DLR ） に

よ る 概 要説明 の な か で
“
CCMVar ’

マ ル チ モ デ ル 実

験 の 成果が紹介 され，下部成層圏オ ゾ ン ト レ ン ドが対

流圏 の 気温 プ ロ フ ァ イ ル に 及 ぼ す影響 に っ い て 言及 し

た．ま た プ ロ ジ ェ ク トの今後の あ り方に っ い て ，大 気

諸過程 （力 学場 ・輸送 ・化学 な ど〉 に 着目 し た メ ト

リ ッ ク を用 い て プ ロ ジ ェ ク トに 参 加 す る CCM の 選 別

を 行 う必要 が あ る と し た．Lawrence （独 ・MPI ） ら

は深 い 積雲対流が大気微量成分の 濃度分布 に与え る影

響 に つ い て CCM を 用 い て 解 析 し，　 Arakawa

Schubert マ ス フ ラ ッ ク ス ス キ
ーム の よ う に 格 子 内 で

プ リ ュ
ー

ム ア ン サ ン ブ ル を仮定 し て対流輸送計算 を行

う場合 の 方 が
， 仮想的 に 1 つ の 積 雲 が あ る と して バ ル

ク的に計算す る場合 よ り も 上部対流圏ま で 微量成分 を

多 く鉛直輸送 し，観測 事実 と整合的で あ る と述べ た ．

ま た，通常 の 積雲パ ラ メ タ リゼ ー
シ ョ ン で は 格 子 内 で

マ ス バ ラ ン ス し た補償下降流を仮定 して い るが
，

こ の

仮定 は微量成分 の輸送 に有意な誤差を もた らす と主張

し
， 全球 モ デ ル の 対流輸 送 の 再 現精度 を向上 して い く

た め に は ，雲解豫モ デル を 用 い た評価を 同時 に 行 い な

が ら観測 との比較 ・解析を行 っ て い く必要が ある と し

た ．須藤 （名古屋大学） は
，
CCM に よ る過去 ・現在 ・

将来予測実鹸 を行 うこ とで 成層圏 ・対流圏に お け る オ

ゾン 変動 とそれ に 伴 う気候応答を見積 もっ た．産業革

命 以降 の オ ゾ ン 前駆物質 の 増加 は 全球平均対 流圏 オ ゾ

ン を10DU 程度増加 さ せ る効果が あ っ た の に対 し，成

層圏オ ゾ ン 破壊 に 伴 う成層圏か ら対流圏 へ の オ ゾ ン フ

ラ ッ ク ス の 減 少 は 1DU 程度 減 少 さ せ る 効 果 が あ っ た

と し た ．ま た
， 対流圏オ ゾ ン 増加に よ る現 在気候 の 平

衡応答は 0．29UCで あ る の に対 し，成層圏オ ゾ ン 減 少 に

よ る も の は
一

〇．06℃ で あ る と し た ．21世 紀中 は成 層圏

オ ゾ ン が 回復 し BDC も強ま る と予測 さ れ る と し， こ

れ らの 効果 が 対流圏化学 に 及 ぼ す影響 に つ い て も言及

し た．Mathison （英 ・UKMO ＞ら は，オ ゾ ン の 再現

性が 数値天 気 予 報精度 に与 え る 影響 に つ い て 報告 し，

UKMO の 予 報 モ デ ル に 3 次 元変分 法を 用 い て EOS

MLS や SBUV ／2とい っ た衛星 デ
ー

タを同化 した場 合

や SPARC 気候 値 を 用 い た 場合 は 予 報が 改善 さ れ る

こ と を示 した．また，UKMO に お い て も 4 次元変分

法 に よ る オ ゾ ン の データ 同化 を行 う計 画 が あ る こ と を

述 べ た．Gray （英 ・レ デ ィ ン グ 大 学） ら は，こ れ ま

で の IPCC 実験 で は入 為 的排 出 に よ っ て 決 ま る オ ゾ ン

トレ ン ドが 強制 さ れ て い る が ，太陽活動な ど に よ る オ

ゾ ン の 自然変動 も対流圏 ・成屑 圏 の 気候 に 影響 を与 え

る こ と を 大気一海洋結合 モ デ ル を用 い た 実験 に よ り示

34
“
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し た．彼 らが行 っ た過去再現実験 で は
， 自然変動 も含

んだオゾ ン を強制した場合 に の み エ ル チ チ ョ ン ・ピ ナ

ツ ボ 火 ILI噴 火後 に 観 測 さ れ た
“
step 　 like

”
な
一
ド部成

層圏の 気 温変 化 を捉 え る こ と が 出来 た と し た ．Tim −

mreck （独 ・MPI ）か ら は ピナ ツ ボ火山の エ ア ロ ゾル

が 水循環に与え た影響 に っ い て の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 結

果 が 紹介 さ れ た，

　セ ッ シ ョ ン の 途中で Waugh （米 ・ジ ョ ン ズ ・ホ プ

キ ン ス 大学） に よ る特別講義 「成層圏変動 の 予測 とそ

の 気候に果た す役 割」が行われ た．21世紀 に お ける戒

層圏変動 の 予測結果 を紹介 し，ハ ロ ゲ ン 化 した ODS

量 の 減少 と と も に オ ゾ ン の 回復が見 られ る
一

方，オ ゾ

ン の 同復状況 は緯度 帯 に よ っ て 異 な る こ と，GHG の

増加 に よる成層圏寒冷化 の 影響や輸送 の 変化の影響を

受 け る こ と な ど を指 摘 した．Reichler（米 ・ユ タ大

学） は CCM 現在 気候 ， 将来予測 実験 を 用 い た 熱帯 の

対 流 圏 界面 付近 の ト レ ン ド に つ い て 報 告 し た．

Scinocca （加 ・CCCma ）は北極域 の海氷の 消失 が オ

ゾ ン の 同復 に 与 える影響 に つ い て CCM 将来予 測実験

を基 に 示 し た ．

　 ポ ス ターセ ッ シ ョ ン で は，柴 田 （気 象研 究 所） が

MRI 　 CCM を用 い て
， 秋吉 （NIES ） が CCSRINIES

CCM を用い て現在気候，将来予測実験を行 っ た 結果

を 報告 した ．筆者の 出牛 は MRI 　 CCM を用 い て ピ ナ

ツ ボ噴火 が QBO に 及 ぼ す影響 に つ い て，ま た 山下 は

CCSR ／NIES 　CCM を 用 い て 太 陽活動 の 違 い が AO に

及ぼす影響 を議論 した．

　　　　　　　　　　　　　　　（出牛　真 ， 山下陽介）

　 8 ．おわ りに

　 こ の よ うに
，

SPARC 総会期 間中 の 6 日間 で 成層 圏

に 関す る 多 くの 研究 に触れ る こ とが で き，各国の 研究

者 と 白熱 した議 論 を行 う こ とが で きた． 9 月 3 日の 夕

方 に は ボ tt・一ニ ャ 市街 で 懇親会が 催さ れ
， 続 い て 行 わ

れ た ダン ス パ ーテ ィ
ーに も多 くの参加者があ っ た ．懇

親会の 会場付近 に は ヨ
ー

ロ ッ パ 最古 の 総合大 学 と して

知 ら れ る ボ ロ ー一ニ ャ 大学や ゴ シ ッ ク様式 の サ ン ・ペ ト

ロ ニ オ 聖堂，食料 品 が 安 く手 に 入 る市場，上 か ら市街

が
一

望 で き る ボ ロ ーニ ャ の 斜塔，休憩 が で き る マ ッ

ジ ョ
ー レ 広場 な ど が あ り懇親会前 に 訪 れ た 参加者 も見

られ た ． こ う し た 交 流 の機会 に 加 え食事や コ ーヒ ーブ

レ イ ク な ど，研究発表以外 の 時間 に も若手研 究者 や学

生 が 各国 か らの 参加 者 と交流 で きる 機会が多 く，各 自

の 研究 の 進展だ け で な く人的交流の観点か ら も大変意

義の あ る 会議 で あ っ た と言 える．

略語
一

覧

AGCM （GCM ）： Atmospheric　General　 Circulation

　 Mode1 大 気 大 循環 モ デ ル

AIRS ：Atmospheric　Infrared　Sour〕dcr 大 気赤外 サ ウ ン

　 ダ

AO ：Arctic　Oscillation　北極振動

AquaVIT ：Aqua　Va ！ldation　and 　Instrument　 Tests

　Aqua 検証 。測器試験

BDC ：Brewer −Dobson　Circulation　ブ リ ュ
ー

ワ
ー・ドブ

　 ソ ン 循環

CCCma ：Canadian 　Centre　fur　Climate　Modelling 　 and

　Analysis　カ ナ ダ気候 モ デ リ ン グ ・解析 セ ン タ
ー

CCM ：Chemistry −Climatc 　Model 化学
一
気候 モ デ ル

CCMVa1 ：Chenlistry−Climate　Model 　Validation　Activ−

　ity　for　SPARC 　化学
一
気候 モ デル 検証活動

CCSR ：Centcr　for　Climate　Systcm　Research ，　Unjversity

　 of　Tokyo 　東京大学気候 シ ス テ ム 研究 セ ン ター （2010

　 年 4 月 よ り東京大学海洋研究所 と統合 し東京大学大気海

　 洋 研 究 所 に 改 称 ）

CNR ：Consig工io　 Nazionalc　dclle　Ricerche 　イ タ リア国

　 立 研究所

DLR ：Deutsches 　Zentrum 　fUr　Luft− und 　Raumfahrt 　 ド

　ィ ッ航空宇宙セ ン ター

ECMWF ：European 　Centre　 for　 Medium −Rangc

　 Weather　Forecasts　 ヨ ー
ロ ッ パ 中期 予 報 セ ン ター

EESC ：Equivalent　Effective　Stratospheric　Chlorine　等

　価実効成層圏塩素

EOS 　MLS ：Earth 　Observing　System　Microwave　Limb

　 Sounder 地 球 観測 シ ス テ ム マ イ ク ロ 波 リム サ ウ ン ダ

ERA −40 ：ECMWF 　4  year　reanalysis 　data　 ECMWF40

　 年再解析デ
ータ

FZK ：Forschungszentrしlm 　Karlsruhe 　カ ール ス ル ー
工

　 研究所

GHG ：Greenhouse　Gas （es ） 温室効果気体

GPS ：Globa1　Positioning　System 　全 地球 測 位 シ ス テ ム

lllRDLS ；Iligh　 Rcsolution　 Dynamics 　 Limb 　 Sounder

　 高分解能力学 リム サ ウ ン ダ

IPCC ：lntergovernmental 　Pane ］on 　Climate 　Change 気

　 候変動 に 関す る政府間 パ ネル

JAMSTEC ：JAPAN 　 Agency 　for　Ma 血 e
−Earth　Science

　 and 　Tcchnology　海洋研究開発機構

LMD ：Laberatoire　dc　M6t60rologie　Dynamique 気象

　 力 学 研 究 所

MPI ：Max 　Planck 　Institute　 マ ッ ク ス ・プ ラ ン ク 研究所

MR1 ：Meteorological 　Research 　lnstitute 気 象 庁気 象 研
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NASA ：National　 Aeronaul ．ics　 an （］ Space　 Administra・

　tion 　米国航 空 字宙局

NCAR ：National　Center　for　Atmospheric　Research 米

　国大気研究セ ン ター

NCEP ：National　Centers　for　En’vironmental 　 Prediction

　米国環境予測 セ ン タ
ー

NIES ：National 　 Institute　 for　 Environmental 　 Studies

　国立 環境研究所

NIWA ：Natienal 　Institute　 of 　Water 　 an 〔l　Atm 〔りspheric

　 Research 　、ニ ュ
ージーラ ン ド国立 水圏 ・大気研究所

NOAA ：National 　 Oceanic 　 and 　 At 皿 ospheric

　 Administration 　米 国 海洋大気庁

NWRAfC 〔〕RA ：Northwcst 　Research 　Ass 〔〕ciutes ／　Co ］or −

　 ado 　Research 　Ass 〔〕ciates 　l）ivision ノ ・一．ス ウ ェ ス ト研

　．究所 〆コ ロ ラ ド研究所分 室

ODS ：Ozone −Depleting　Substances　オ ゾン 層破壊 物質

QB⊂）：Quasi−Biennial （〕scillation 　準 2 年 周 期 振 動

SABER ：Sounding　of　the　Atmosphere 　using 　Broadband

　Emission　Radiometry　ブ ロ ードバ ン ド放射 測 定 を 用 い

　 た 大気 サ ウ ン デ ィ ン グ

SAM 　 l　Southern　Almular　Mode 南半球 環 状 モ ード

SBUV12 ：Solar　Backscatter　UltraViolet／2 太 陽光 後 方

　
．
散乱紫外線計

SPARC ：Stratospheric　I）rocesses 　alld　thcir　Role　in

　 Climate 成層圏過 程 と そ の 気 候 に お け る役 割

TTL ：Tropica！ Tr ｛〕popause 　 Layer，　 Tropical　 Transi−

　tion　Layer 　対流圏界面層，対流圏界面遷移 1曽
UKMO ：United 　Kirlgdom 　Meteorological　 Office 英国

　 気象局

UT ！LS ：Upper　Tr 〔｝p 〔〕spheref
’
T．owcr 　 Stratospherc　．ヒ

　 部 対 流圏／下部成層圏

WCRP ： World　 Climate 　Research 　 Programme 　匣界気

　 候 研 究 計 画
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