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新用語解説≡ ≡ ≡ 401／ ：3 （数値予報　全球 モ デル ；気候 モ デル ）

Transpose−AMIP

　数値シ ミ ュ レ ーシ ョ ン は今や ，日 々 の 天 気予報や気

候予測 ばか りで は な く
，
気象 ・気候研究全般 に わ た り

有効 な 基盤技術 と な っ て い る．し か し な が ら シ ミ ュ

レ ーシ ョ ン に は，モ デ ル の 不確実性 な どに様 々 な課題

がある．数値 モ デル に と っ て は，主 に 物理過程 の パ ラ

メ タ リゼーシ ョ ン の もつ 特性か ら来る系統誤差を い か

に 小 さ くで きるかが成功 の 鍵 で ある．その ア プ ロ ー
チ

に は様々 な も の が ある が，観測データ との 比較 ， 他の

数値モ デル の 計算結果 と の 相互比較な どが 経験 的 に は

非常 に 有効で あ る．こ れ ら を実行す る に は，ひ と つ の

コ ミ ュ ニ テ ィだ け で は 自ず と 限界が あ り，他の モ デル

グル
ープ や観測 プ ロ ジ ェ ク トな ど と の 連携が欠か せ な

い ．

　数値モ デ ル の 中 で も全球 モ デル は，天気予報 の ため

に も気候予測 の た め に も用 い られ る．天気予報の ため

に は，積分時間は短 い
一

方で解像度 が 高 い 仕様 が 求 め

られ る が，気候予測の た め に は逆 に長 い 積分時間の 仕

様が求 め られ，計算 コ ス ト削減 の ため に解像度 は高 く

で き な い の が
一
般的で あ る．こ の 両方の 要求 に 応 え る

た め に
，

天気予報用 と気候予測用 と別 々 の モ デル を開

発す る こ と も時と し て行わ れ るが
， 本質的に は どち ら

も地球大気を シ ミュ レ ートす る もの で あ る．ど ちらの

仕様 で も精度の 高い 結果を出す と い うこ と は簡単な こ

とで は な い が，様々 な挑戦が現在行われ て い る．

　「Transpose−AMIP 」 は，数値モ デ ル の精度を高め

る た め の モ デ ル 問相互 比 較プ ロ ジ ェ ク トの ひ とつ で あ

り，気候予測 を主目的 に 開発 した 全球大気 モ デル を天

気予報向け の 仕様で 計算し，そ の精度を評価検証 す る

こ とで，系統誤差 の 原因 を明 らか に しよう とい う試 み

で あ る． こ の 試み は，観測データ も豊富で結果 の 検証

が比較的容易な天気予報 の 仕様 で モ デ ル を実行，結果

を検証す る こ と に よ り予報初期か らの誤差発展を理解

す る こ とが
， 気候 モ デル の 系統誤差を減少 さ せ る た め

に も有効 だ と い う考え に 基づ い て い る （Phillips　 et

al．2004）．「Transpose」に は
，

気候予測 か ら天 気予

◎ 2012　 ［］本気象学会

報 へ 歩み寄る と い う，時間方向と は 「反対方向」で あ

る と い う意味が 込 め られ て い る．

　例え ば第 1 図は
，

イ ギ リス気象局で 現業天気予報 と

気候予測 に 用 い られて い る統一全球大 気モ デル を用 い

た
， 天気予報 の 仕様 と気候予測の仕様で計算し た場合

の 降水分布 とそ の バ イア ス （観測 と予測 との 差） で あ

る．解像度 の 違 い な ど に よ り細 か い パ タ
ーン で は 異

な っ て い る が，大 き な ス ケ ール で は両者に ほ とん ど違

い が な い こ と が わ か る ． こ れ は，雲 の 生 成 や 消 滅 と

い っ た 過程 に
，

天気予報仕様 と気候予測仕様の両方に

影響す る問題 が あ る こ と に よ り，天気予報 の バ イ ア ス

の パ ター
ン が ほ ぼ そ の ま ま

， 気候予測 の バ イア ス に な

る と考え ら れ て い る，

　Transpose−AMIP の フ ェ
ーズ 1 は 2eO4年 に 始 ま

り，現在 は フ ェ
ーズ 2 が 実施 さ れ て い る．フ ェ

ーズ 2

で は 64通 りの条件で 5 日予報の 実験 を実施す る こ とが

求 め られ て お り，初期値 は ECMWF の デ
ー

タ が 提供

さ れ て い るほ か
， 海面水温 な どモ デル 実行 に 必要な情

報 も揃 え る こ とが求 め られ る．CMIP5 に 参加 す る機

関 は，CMIP5 で 使 っ た も の と同 じ大気モ デ ル を利用

す る こ と と さ れ て い る．また計算 の 対象 期 間 に は，

VOCALS ，　 AMY ，　 T −PARC の 強 化 観 測 期 間

（IOP）が含まれ て お り，観測データが豊富で あ る こ

と も考慮され て い る．本稿執筆時点で は 8機関が 参加

も し くは参加予定で あり
，

日本か らも東大 を中心 とす

る MIROC グ ル
ープ と 気象研 究所 が エ ン ト リーさ れ

て い る．参加 し た機関の データ は 公 開さ れ て お り，

様 々 な検証 ・診断 に 利用す る こ とが 可能で あ る．

　全 球 モ デ ル の 研 究 開発 は WMO の WWRP ，

WCRP の 下 で ，　 WGNE ，　 WGCM に よ り強 く推奨 さ

れ て い る と こ ろ で あ る．AMIP が 1990年 に，そ の 後

1995年に CMIP が開始 され，　 IPCC へ の 貢献を は じ め

と し て気候 モ デ ル ・ 地球温暖化予 測 モ デル の 発展 に重

要な役割を担 っ て い る、特に近年 は，ひ と つ の 予報 モ

デ ル で 天気予報 と気候予測の 両方を対象と す る 「シ ー

ム レ ス 予 測」向け と して ，様 々 な時 空間 ス ケ
ー

ル を

タ
ーゲ ッ トに した統一的な数値 モ デル 開発が強 く望ま
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第 1図 　 イ ギ リス 気象局 の 全 球大気 モ デ ル に よ る気候予測 の 仕様 （上 〉 と天気予報 の 仕様 （下） の 熱帯 （40
°

　　　　N − 40
°
S）降水分 布 （mrn ／day ）．左 が モ デ ル の 予 測 値，右 が モ デ ル の 予 測 値 と CMAP （上 ；Xie　 and

　　　　Arkin　 1997）・GPCP （下 ：Iluffman　 et 　 a9．2001） と の 差 （Martin　 et　 al．20ユO，原 図 は カ ラ
ー

）．

　　　　CMAP ，
　 GPCP は 衛星観測データ等 を用 い て作成 され て い るが，均

一
な データ セ ッ トを作成 す る こ と

　　　　は 困難 で，それ 自身 に 誤 差 を含 ん で い る こ と に 注意、

“倒
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　 　 （f）THORPEX 　NWP 　−　GPCP 　 JJA　 2aOj 　＆ 2006

欝難 1嶺
蘯

れ て い る．こ の Transpose−AMIP は 天気予報 ・気候

予測 の 両方 の コ ミ ュ ニ テ ィ が関わ れ る プ ロ ジ ェ ク トと

し て 注目さ れ て い る．もち ろ ん こ の 取 り組 み だ けで 良

い 数値 モ デル が開発で き る わ け で は な い ．鉛直 1次元

モ デ ル ，雲解像モ デ ル ，ラージ エ デ K シ ミ ュ レ
ー

シ ョ

ン 等 の ツ ール も活用 して 効果的に研究開発 に取 り組む

必要が あ る．

略語
一

覧

AMIP ：Atmospheric　 Model 　 Intercomparison　 Project

　 大気 モ デ ル 相 互比 較 計 画

AMY ：Asian　Monsoon 　Years ア ジ ア モ ン ス
ーン 年 プ ロ

　 ジ ェ ク ト

CMAP ：CPC 　Merged 　Analysis　of　PrecipitatiQn 全 球 降

　水気候計画 気候予 測 セ ン ターの 降水 統合 解析

CMIP ；Coupled 　 Mode ］ Intercornparison　 Project 結 合

　 モ デ ル 相互比較計画

ECMWF ：European 　Centre 　 for　 Mediuni −Range

　Weather　Forecasts ヨ ー
ロ ッ ノx

“
L
．
11期予報セ ン タ

ー

GPCP ：Global　Precipitation　Climatology　Project全球

　降水気候計画

IPCC ：lntergovernmental　Panel　on 　Climate　Change 気

　候変動 に 関 す る政府聞パ ネ ル

T −PARC ：THORPEX 　Pacific　 Asian　Rcgional　 Cam ．

　paign　TIIORPEX 太平洋ア ジ ア地 域観 測 計 画

Transpose −AMIP ；転置大気モ デル 相互 比 較 計画

VOCALS ：VAMOS 　Ocean −Cloud−Atmosphere −Land

　Study 　 VAMOS 海洋 ・雲 ・大気 ・陸面 研 究

WCRP ：WQrld　Climate　Research　 Programme 世 界 気

　 候 研 究 計 画

WGCM ：Working　Group　 on 　Coupled　 Modelling 結合

　 モ デ ル 作 業部 会

WGNE ：Working　Group　 on 　Numerical　 Experimenta−

　 tion　数値実験作業部会

WMO ：World 　Meteorological　Organization世界気象

　機関

WWRP ：W 〔〕rld 　Weather　Research　Programrne 世界天

　 気研 究計 画
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