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静か な る メ ソ気象一ヤ マ セ ・ 霧 ・ 層雲一

コ ン ビ ーナ ー　吉 岡真 由美
＊

　 1．は じめ に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉岡真由美

　激 しい 降水や強風 を伴 うメ ソ ス ケ
ー

ル 気象現 象は，

人 々 の 関心 を引き注 目され る こ とが 多い ．このため，

集中豪雨や台風に代表さ れ る ような激しい 降水 を伴う

現象が
，

メ ソ 気象研究会 の テ ーマ と し て こ れ ま で 多 く

取 りあげ られ て きた ．しか し，メ ソ ス ケール 気象現象

に は
一

時的で 激 し い もの だ け で は な く，霧や薄 い 雲，

そ れ ら を伴う 現象も含ま れ る．そ こ で第40回 メ ソ気象

研究会 で は，霧や層雲を中心 と した比較的静か で 持続

し お だ や か な雨を伴 う現象を取 り上 げ， 秋季大会前日

の 2013年11月 18日 （月） に東北大学百周年記念会館川

内萩ホ ー
ル 会議室で 開催し た．コ ン ビ ー

ナ
ーか ら 5名

の 方 に 講演 を依頼 し，気象現象 として の 霧や層雲 の 動

態，そ の 雲 の 中 に 存在 す る 水 や 氷 の 粒 子 と 雲物理過

程 ，気候 に 与 える影響，こ れ らの 現象を と らえるさ ま

ざ ま な観測 ・観測 機器 ・解析手法 そ の 現 状 に つ い て

も話題提供 して 頂 い た．今回 の メソ気象研究会 の 参加

者は 165名 に の ぼ り， 参加者 の 身分 （学生 ， 研究者な

ど）・年齢構成 は様々 で ，多岐 に わた る 専門分野 の 方

に 参加 して い た だ く盛況な会 と な っ た．

　 2．監視力 メ ラ で と ら え た海霧 ・
山霧の 動態

　　　　　　 藤吉康志 （北海道大学低温科学研究所）

　霧は 比較的身近 で あ る た め か
“
そ れ な り

”

に よ く調

べ られ て お り，発生 し た 霧 は 天気図 を 用 い た 大規模 な
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気象条件 と の 対応 を 示 す こ とで 分類 さ れ る こ とが 多

い ．しか し天気図と身近 な現象で あ る霧 と の 間に は大

きな ス ケ
ー

ル ギ ャ ッ プ が あ り，実際 には霧 はメ ソ ス

ケ
ー

ル 現象で ある．比較的大き な水滴で構成さ れ る海

霧監視用 ミ リ波 レ ーダを除けば ， 霧の メ ソ ス ケール 構

造 を調 べ る の に 適 し た 装置 は ま だ 無 い ．

　霧は 雲 に 比 べ て 時間変化が遅 く， 出現場所が ほ ぼ限

ら れ て お り，か つ 放射霧 の よ う に 夜 に 発 達す る こ とが

多 い の で ，霧 の 研究 に は タ イ ム ラ プ ス （コ マ 撮 り）型

の カ メ ラ に よ る長期モ ニ タ リ ン グが有効 で あ る．今回

の 研究会 で は ， 我 々 が国内 の様々 な場所 に設置 した カ

メ ラ で 撮影 し た海霧や山霧 の 動態を中心 に 紹介した ．

こ れ らの画像は霧に よ っ て 可視化さ れ た 冷気密度流の

動態研究ば か りで は な く，占冠村 の 雲海 テ ラ ス や摩周

湖 ， 羊蹄山麓 や オ ホ ーツ ク海 に発生 す る霧な ど北海道

観光 に も利用 さ れ て い る．

　今回 の 研 究会 で は さ ら に， 3 次 元 ド ッ プ ラーラ イ

ダー
で 観測 し た 日の 出前後 の 霧 の 水平構 造 の 変化，す

な わ ち，低速 ス ト リーク か ら ロ ール 状構造に変化す る

に つ れ て 霧が消滅す る過程 も紹介 した．さらに，下層

雲が 消滅し て い く過程で ドッ プ ラ ーラ イ ダー
の
一

定仰

角の 全方位観測 （PPD 画像上 に出現 した穴 と薄 い 高

層雲内に ま ま見ら れ る蜂の 巣状や 穴構造 （例え ば菊地

・山 田 （20 ／3） の p．124 の 下の写真） と の類似性を示

し ， 安定成層が破壊さ れ る初期に発生 す る トッ プダ ウ

ン デ ィ フ ユ
ージ ョ ン で あ る可能性を指摘 した．雪面の

方が そ の下の雪よ り も重 くな る融雪時に雪面に で き る

「雪 え くぼ 」 と い う小 さ い 凹 凸 も類似 の現象 と思 わ れ

る （納口 1984），

　 こ の よ う に，霧は地面付近 の 現象で は あ る が ，対流

圏で も対流域以外に普遍的 （ユ ビ キ タ ス ）に存在する
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成層 ・多層構造 の 解明 （気層学） の
一

環 と し て の 観点

が 重要で あ る こ と を指摘 して 講演を終え た ．

　 3 ．陸上 の ヤ マ セ の 観測

　 　　　 　 児玉安正 （弘前大 学大学院理 工 学研究科）

　 ヤ マ セ は東北地方 で 夏季 に 観測 さ れ る冷涼 で 高湿 な

背 の 低い 偏東風で あ る．ヤ マ セ は，人命 を損 ね る よ う

な こ と は な い が ，長 く続 く と低温寡照 に よ る稲 の 生育

障害や，高湿 に よ る い もち病害な ど稲作 に深刻な冷害

を もた らす．ヤ マ セ の 霧 に よ る飛行機の 欠航 も生 じて

い るが ，一
方，風 力発電 が 盛 ん な青森県 で は，ヤ マ セ

は 夏 季 の貴重 な風 力資源 で もあ り，地域 に大 き な影響

を与えて い る．ヤ マ セ は，海洋性大気混合 層 の 性質 を

有 し，上 端 に 下層雲 と強 い 逆転層 を 伴 う の で ，大気境

界層内の物質の 雲粒 へ の取 り込 み や 輸送 ・拡散 に も影

響 を与え る ．こ の よ う な 背景 か ら，き め細 か い ヤ マ セ

予報へ の 需要が 生 ま れ っ っ あ る．ヤ マ セ は 背 の 低 い ，

大気境界層の 現象で ある た め，地表面条件や細か な 起

伏 ， 沿岸水温な どの 影響 を受け る こ とが 予想 さ れ る．

きめ 細 か い ヤ マ セ 予報 を実現 す る に は，陸 上 の ヤ マ セ

に つ い て詳細 に観測 し実態を把握す る こ とが 必要で あ

る．

　 そ こ で ，我 々 は，京都大 学 生存圏研 究所 の 津 田 ・橋

口 研究室 と気象研 究所 の 瀬古　弘博 士 と共 同 で ，青

森 県 に お い て ，ゾ ン デ や ウ イ ン ド プ ロ フ ァ イ ラ ー

（WP ：Wind 　Profiler），ソーダー
に よ る大気境 界 層

に 重点を お い た ヤ マ セ 観測 ， 気象庁非静力 メ ソ モ デル

を用 い た再現実験 を行 っ て い る．2009年夏 に は，日本

海 に 近 い 津軽半島 の 五 所川原市金木で 高層観測 を行

い
， 陸奥湾を通過 し て 日本海側 に 吹き抜け る ヤ マ セ の

観測 と，気象庁 メ ソ モ デ ル で の 再現 に成功し た ．こ の

事例で は ， 標高数百 In の津軽 山地 を越 え た ヤ マ セ が ，

お ろ し風 と な っ て，下流側で強風域を作 っ て い る こ と

が見 い だ さ れ た （児玉 ほ か 20ユ3），ヤ マ セ が 上 端 に 安

定層 を伴 う こ とか ら，安定層の高さ が山脈よ り少し高

い 場合に は，お ろ し風 が 発生 しうる．お ろ し風 の 発生

は従来の ヤ マ セ 研究 では注 日 さ れなか っ た新し い 知見

で ，風力発電 に も影響す る と考え られ る．

　 2011年か ら は ， 観測 サ イ トを六 ヶ 所村 に 移 し，WP

な どの 測器 を導入 し た．六 ヶ 所村は，下北半島の 付 け

根に 当た り， 南 と 北 の 山地 に 挟 ま れ た 鞍部 地 形 で あ る

た め，太平洋 か ら陸奥湾に抜け る ヤ マ セ の 通 り道 とな

り，陸上 で の ヤ マ セ の 観 測 に 適 す る．2013年ま で 3

シ ーズ ン の 観測 を行 い ，各シーズ ン と もヤ マ セ を捉 え

る こ とが で き た． 3 シ
ーズ ン 共通し て，最下層 （地表

か ら高度 数百 m か ら1500m の ヤ マ セ 層），そ の 上 の

湿度が や や 高い 第 2層，そ の 上 の乾燥した第 3層か ら

な る三 層構造が 見 ら れ ，各層間 は 安 定層 で 区切 ら れ て

い た．二 層構造 の 成因 を探る た め，後方流跡線解析を

行 っ た．そ の 結果，各層で 起源が 異な り ， 第 2 層の高

度 で は 風速が弱 く，吹走 距離 も短 い こ とが わ か っ た．

観測 で は ヤ マ セ の 風速 の 凵変化や そ の鉛直構造 に つ い

て の知見 も得ら れ た．今後も観測 を継続 して 陸上 の ヤ

マ セ の 知見 を集 め，ヤ マ セ の き め 細 か い 予 報の 実現 に

つ な げ て い き た い ．

　 4 ．航空機観測に よ る 下層雲の エ ア ロ ゾ ル ー雲相互

　　　作用 研究

　　　　　 小池 真 （東京大学大学院理学系研 究科）

　気候変動 に 関す る 政府 間 パ ネ ル の 第 5 次報 告 書

（IPCC　AR5 ｝ で は，エ ア ロ ゾル と雲 の 相互 作用 に よ

る有効放射強制力の 不確定性 σ）大 き さ は， 6 年前 の 第

4 次報告書 と同程度 で あ り，そ の 低減 の 困難 さ を 示 し

て い る．東ア ジア は世界的 に 見 て も特に エ ア ロ ゾル 濃

度が 高い 領域 で あ る が ，エ ア ロ ゾル
ー

雲相 互 作 用 の 観

測研究 は東太平洋な ど に 比 べ て 限られ て い る．我 々 は

西 太 平洋 の ト層 雲 を対 象 と し た 航空機 か ら の 直接観測

に よ り，エ ア ロ ゾル
ー
雲相互作用 を調べ て い る．

　2009年 の 春季東 シ ナ海の 非降水性層積雲に っ い て ，

航空機か ら直接観測 し た雲底下の エ ア ロ ゾル 数濃度と

雲底 に 近 い 高度 で の 雲粒数濃度を比較し た と こ ろ，正

の相関が 見 られ た ．こ の結果は東 シ ナ 海 の 雲物理量 が

エ ア ロ ゾル の 影響 を受 け て い る こ と を明確 に 示す も の

で あ る．

　よ り詳細に見て み る と，エ ア ロ ゾ ル 数濃度 が 同程度

で も雲粒 数濃度 が 2倍程度変化 し て い る こ とが わ か っ

た．そ こ で 同 じエ ア ロ ゾル 数濃度 に 対す る雲粒数濃度

の 増大割合を調 べ た と こ ろ，950hPa の 気温 （T950 ）

と海表面温度 （SST ） との差 （SST −T950 ） と正 の 相関

を持つ こ とが分か っ た．す なわち大気最下層 の 鉛直安

定度 の 指標 で あ る SST −T950が 大 き く鉛 直安 定度 が

弱 い ほ ど，同 じエ ア ロ ゾル 数濃度に対して 雲粒数濃度

が 高 い こ と が 明 ら か と な っ た．こ れ は SST −T950

が 大 き くな る と，SST の 大気 の 加熱に よ っ て 生 じ る

対 流 に お い て．．ヒ昇流速度 が 大 き くな り，そ の 中 で の 過

飽和度が 高ま り， よ り活性化さ れ に くい （
一
般 的 に よ

り小 さ な） エ ア v ゾル ま で 雲粒へ と活性化さ れ たた め

と考 え ら れ る．
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冬 季か ら早春期において発 生　 SST により△Nc！△Na が 1．6倍に 増大

寒気 の 吹き出 しが高 濃 度の

エ ァ ロ ゾル を輸送 （Na ＋ △Na）
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　 第 1図 航空 機観測 か ら明 ら か と な っ た ，大陸か ら の 寒気の 吹 き 出 しに 伴 う

　　　　 雲粒数濃度 の 増大 メ カニ ズム （Koike　et　 a9．2012）．

相 対的 に強 い

エ アロ ゾル の

雲物理影響
（△NcノムNe大）

　　含
　 強 い 上昇 流

　　 舎
　 高い SST

　 SST −T950が 大 き い データ は SST の 高 い 黒潮領域

で観測さ れ て い た
一

方 ， SST −T950が 小 さ い デ
ー

タ は

SST の低 い 黄海上 で観測さ れ て い た ．航空機観測が

実施 さ れ た 春季 の 黄海 ・東 シ ナ 海 に は ，大陸 か ら の 寒

気移流が た び た び お こ る．こ の 結果 ， SST の高 い 黒

潮 上 に お い て は 特 に SST −T950 が 大 き くな る ．こ の

寒気移 流を と もな う北西季節風 は 同時に大陸か ら高濃

度の 人為起源 エ ア ロ ゾル を輸送 す る．こ の 結果 ，エ ア

ロ ゾル 濃度 と SST −T950 の 両方 の 増大 の 効果 に よ り，

雲粒数濃度が増大す る 可能性 が示唆 された （第 1 図）．

SST −T950が 大 き な 黒潮 上 で は 雲頂 高度 も高 い 一方 ，

低 い 黄海で は雲頂高度が低 く霧状 とな っ て い た．本研

究 の 結 果 は，下 層 大 気 の 鉛 直 安 定 度 の 指 標 SST −

T950に よ り雲の マ ク ロ な様相 （雲頂高度 層厚，鉛

直積算雲水量）と ミ ク ロ な雲物理 景 （雲粒数濃度〉の

両方に影響し て い る可能性を初め て 示 した もの で あ る

（Koike　et　al．　2012）．

517

　 5．降水の統計 と長期変動

　　　一弱い 降水を中心 と して
一

　　　　　　　　　　　　　藤部文昭 （気象研究所）

　弱 い 降水 の統計 に 関 わ る い くつ か の トピ ッ ク を 紹介

した，

　弱 い 降水 は，頻度 の 点 で は 降水 の 統計 に大 き く寄与

す る．例 え ば，東京 で は わずか で も降水 が観測 さ れ た

日数が年間の半分強 　1mm 以上 の降水が観測 された

日数 （以下 xmm 以 上 降水が観

測 さ れ た 日 数 を 「≧ xmm 日

数」 と す る ） は 3 割 弱 を 占め

る．一
方，降水量 1mm 未満 の

［．1の 降 水 が 年間 の 降水 量 に 与 え

る寄与 は 1％ に過 ぎな い ．こ の

よ うに ，降水全体 に 対 す る 弱 い

降水の 量的な寄与 は小さ い ．

　極端 な 降 水 の 尺 度 と し て，

パ ー
セ ン タイル 値 が 使 われ る こ

とが あ る．例えば95パ ーセ ン タ

イル 値 と は，上位 5 ％ に 当た る

値 を指 す．し か し ， 何 の 上 位

5 ％ な の か が 問題 で あ り，無降

水時を含む す べ て の場合の 上位

5％ と ，
≧ 1mm の 場合の 上位

5％ とで は値 が 異 な る，パ ー
セ

ン タ イ ル 値を使う と き は，そ の

定義を明示 す る 必要があ る．

　時刻別 の デ ー
タ を使 っ て ，わ ずか で も降水が あ っ た

回数を統計す る と， 冬季 ， 近畿地方 か ら瀬戸 内東部 に

か け て の 地域 で は午後 の 前半 に 明瞭 な極大 （日平均値

の 30〜40％増）が認 め られ る．こ の 極大 は，昼間 の 不

安定成層に 伴 う弱 い 対流性降水の 発生 （し ぐれ） に 対

応す る と考 え られ る が ， 近畿〜瀬戸内東部で 顕著 に現

れ る 理由 は 分 か らな い ．

　 日本で は長期的に見て強 い 降水が増え る傾向に あ る

が ，弱 い 降 水 は減 っ て お り，1901年以 降 の ≧ 10mm

日数や ≧ lmm 日数に は有意 な減少が認 め られ る．21

世紀末 に か けて の 地球温暖化予測 （気象庁 「地球温暖

化予測情報第 8巻 」） に よ る と ， 将来に か け て も 同様

の 傾向が進 む可能性 があ る．

　降水 の データ を扱うに 当た っ て は ， 測器 や観測方法

の 変更 の 影響 に 留意す る 必要 が あ る．目本 で は，19．・60

年代前半 ま で は0コ mm ．単位 の 観測 が行 わ れ て い た

が ，その 後 は転倒 ます雨量計 に よ る 自動観測 が 導入 さ

れ ，観測単位が 0．5mm に な っ た．転倒 ま す 雨量 計

は ， 降水量 の 積算値が O．5 皿 m の整数倍 に な る ご と に

降水を検知す る が ，端数 に 相 当する降水は ます に 未検

知 の ま ま残 る た め ，時間 が た つ と蒸 発 し て 失 わ れ る可

能性 が ある．その ため，蒸発損失 の 評価 の しか た次第

で 弱 い 降水 の 長期変化率 の 値 は 異 な る．た だ し，蒸発

損失を考 えて も考 えな くて も，弱 い 降水 が 長期的 に 減

少 して い る とい う結論 は変わ らない ．
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　この ほ か，雨量計 に よ る 降水 の 捕捉率が そ の 機種 に

よっ て 異な る可能性を示 した文献 もあ る．過去 の デー

タが 有効 に 利用 さ れ る よ う， 観測手法に 関す る情報す

なわち メ タデ
ータ の整備 ・共有を進め る こ とが 望まれ

る．

　 7 ．下 層雲の 形 成 ・維持 ・消滅過程 に お け る放射 の

　　　役割

　　　　　　　早 坂 忠裕 （東北 大学大 学院 理 学研究科

　　　　　　　　　 大気海洋変動観測研究 セ ン タ
ー

）

　下層雲の 形成 ・維持 ・消滅過程 に お け る 短波放射 と

長波放射の役割を解説し た ，まず初め に雲の放射特性

の 基本的な特徴 を解説 した ，長波放射 の 射 出率 は鉛直

積算雲水量 の 増加 に 伴 い す ぐに 1 に 近 い 値 とな り，黒

体 の よ うに な る．一
方，短波放射特性 も鉛 直積 算雲水

量 が 無限 に 大 き くなれ ば反射率，透過率 吸収率 は あ

る
一

定の 値 に な るが，そ の 変化は 長波放射 の 場合 と比

べ て か な り緩 や か で あ る．こ の よ うな こ と を 念頭 に ，

海上 の 下層雲 を例に 詳 しい 検討 を行な っ た．

　
一

般 に 下 層雲 の 形成 過程 は 大 き く二 つ に 分 け ら れ

る．
一

つ は ， 放射冷却や 大気の移流等に よ り冷た い 海

面 （地表面） に 接 す る 大気 が 冷や さ れ て 霧 が 発生 し，

雲に な る も の で あ る．も う
一

つ は ， カ リフ ォ ル ニ ア沖

の 雲 に 代表 さ れ る よ うに ，暖 か い 海面 の 上 に 冷 た い 大

気が 存在す る こ とに よ っ て対流不安定が 生 じ ， 混合層

の 上端 に 雲頂 を持 つ 層積雲 が 形成 さ れ るもの で ある．

い ずれ の 場合 も雲粒 が 発 生 す る と雲頂 か ら長波放射が

射 出され，雲頂付近 は冷却 される こ とに なる．その た

め に 不安定度 が 増加 し雲 が 発達す る．こ の よ う な メ カ

ニ ズム で 形成された雲 に 太陽放射 （短波放射） が 入射

す る と放射 の 吸収 に よ り雲頂 よ り も少 し下層 が 加 熱 さ

れ る．そ の結果 ， 長波 放射 に よ る 冷却効 果が 弱 め ら

れ，雲 は 消滅す る 傾向に 変化す る．

　下層雲の 雲頂お よ び雲内に お け る放射の 冷却 と加熱

の 重要性 は，海面 か ら の 顕熱 ・潜熱 フ ラ ッ ク ス の 大 き

さ に も関係す る．上 層雲 が 下層雲を覆う と雲頂に お け

る放射冷却が弱 められ，海面 か らの熱 フ ラ ッ ク ス が 小

さい 場合 に は そ の 効果が 重要 に な る．
一

方 ， 海面か ら

の 熱フ ラ ッ ク ス が大 きい と雲頂 の 放射冷却 が 弱 くな っ

て も対流不安 定 の 構 造 が 維 持 さ れ る． こ の よ う な事例

に つ い て，衛星搭載の レ
ー

ダ
ー

（CloudSat） とラ イダー

（CALIPSO ） の データ解 析結果 を 示 し た．そ れ に よ る

と，下 層雲 の み が存在す る場合 に 比 べ て，上 層雲 が

存在 す る場合に は下層雲 の 幾何学的厚 さ が大き くな る．

82

そ の 傾 向は，海面 か ら の 熱フ ラ ッ ク ス が 小 さ い 場合

に顕著で ある．

　最後 に ，雲粒粒径分布 に 及 ぼ す放射冷却 の 影響 に つ

い て述べ た．雲頂が長波放射に よ っ て冷却さ れ る とい

う こ と は ，
ミ ク ロ に 見れ ば雲粒か ら 長波放射 が 射 出 さ

れ冷却 さ れ る と い う こ とで あ る．そ の 結果 ， 雲粒の表

面 で は 相対 的 に 水蒸気 の 過飽和状態 が 生 じ，雲粒 が 成

長 す る．成長 し た 雲粒 の 落
．
ドに 伴 っ て 衝突併合が 生

じ，最終 的 に は 幅 広 い 粒径範 囲 を持 つ 粒径 分布 に な

る．

　以上 の よ うに ，下層雲の形成，維持，消滅過程に お

い て放射過程が重要な役割を果た して い る．今 回 の 研

究会 で は 基本的な こ と を中心 に 述 べ た が ，現実 に は雲

の 不均質性 と放射特性 の 関係 ， 下層雲 の 上 の 大気層の

湿度や風 の シ ア
ー

な ど，考慮す べ き要素 は ほ か に もあ

る．ま た ，気象予報や気候変動の 予測に資す る た め に

は，よ り定量的な理解 が 重要 で あ る．

　 8 ．総合 討論

　総合討論で は， 5件 の 講演で紹介 され た 内容か ら，

コ ン ビーナーが以下 の ように ま とめ，会場か らの 意見

を求 め て 討論を進め た．

　  雲 と雲粒の 動態 を と ら え る

　  雲粒 の 大 き さ，核 （エ ア ロ ゾル ）

　  分布 ・構成

　  変動 （動態〉

　  観測手法，複数の手法の組み合わ せ

　  観測頻 度

　  時間 ・空問解像度

　  雲 の 影響，降水量 と し て の 弱 い 雨

　  現 象 と し て の 面 白 さ，重要性

　  災害 と して の 重要性

　  長期変動を考 え る うえで

　  現状把握 か ら量的予測 へ

　  そ の た め に 必要な観測，必要な情報

　  デ
ー

タ に つ い て

　  デー
タの発掘，データ セ ッ ト化 （メ タデータ），共

　　有 ， データ の 保存

　こ れ ら の項目の中で ，   ，  ，  の 項 目を中心 に 議

論 を行 っ た ．

　今回 の開催が東北地方 と い う こ と もあ っ て か ，ヤ マ

セ の 話題 に つ い て の質問と議論が続 い た．児玉氏 に よ

る前出 の 記述に あ る よ うに ，
ヤ マ セ は 広 い くくりで 呼

ばれ る現象で あり，年 ご と に 異 な る．ヤ マ セ の発生が

“
天 気

”
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農作物被害 に もつ なが る とい う点か ら，ヤ マ セ の影響

評価 の た め に 気温 風 速 ・風向，雲量 な ど定量的 な 表

現を用 い て ヤ マ セ の 強 さを表す尺度 が 決 め られな い か

と い う点 で 活発な議論 と な っ た．強さ を表す尺度 と し

て用い る物理量 に つ い て の 議論 の ほか，ヤ マ セ 観測 時

の 診断的パ ラ メ タ，時間変化を 評価す る う え で の 予 測

的パ ラ メ タ に分 けて考え る必要が あ る と い う意見 ， ま

たヤ マ セ 時 に 海上 で 発生す る低層雲が 陸上 に 移動 し て

与え る影響を考え る た め ， 海上 か ら の低層雲の移動 に

つ い て も表現す る要素 が 必 要と い う意見 が 出た ．

　今後，ヤ マ セ の 強さ に つ い て の 尺度を確立 し，天 気

予報で 伝 える こ とが で きない か とい う意見 も出た．東

北大学 の 岩崎氏 を中心 に 行わ れ て い る ヤ マ セ の ダ ウ ン

ス ケ ーリ ン グを用い た数値 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン に よ る再

現 も含む知見 か ら，ヤ マ セ の 有無自体 は オ ホ ーツ ク 海

高気圧 の 予報 で 可 能だ が ， 強弱 の 評 価 ま で に は 至 ら

ず，も う少 し細 か い プ ロ セ ス が 効 くこ と，ヤ マ セ の 下

層雲 が 力学的不安定 に よ り形成さ れ て い る が 非静力学

雲解像 モ デル を用 い 再現実験 で も数百 m 解像度 に し

ない と うまく出な い こ と等が報告 さ れ た．

　ヤ マ セ に よ る農業被害に つ い て は，ヤ マ セ に よ る稲

の被害原因 として 説明 に 用 い られ る 低温 や 日 射量 の 減

少が ，そ れ らの起 こ る時期 と稲の 成長段階に関係 して

被害規模が 異な り （開花時期 の 低温，光合成活動度 と

日射量 ）， 稲の 品種に よ っ て も異な る と い う点が指摘

さ れ た ．また ，近年 の 稲の 品種改良に つ い て も農業気

象に詳 し い 関係者か らの解説があ っ た．

　雲 の 三 次元的な構造や粒子 の 分布を把握す る た め に

必要な観測に つ い て の意見があ り， 観測 の 現状報告が

なされた．ヤ マ セ 時 に 霧 も伴 うこ と が ある こ と か ら，

霧 の 上 の観測情報 もほ しい と い う意見が 出た ．ド ッ プ

ラーラ イダーで clean す ぎ る と薄 い 雲 が 映 らな い こ と

が あ る こ と，衛 星 に よ る立 体的 な 雲粒 子 の 分布を と ら

え る セ ン サ
ー

の 現状 と用 い た 解析 に っ い て の 報告 が

あ っ た．

　デ
ー

タ に つ い て の 活発 な議論も行わ れ た ．地方観測

所等で こ つ こ つ 観測が続け られ て きた長期的なデータ

で，死蔵 されて い るもの，担当者が い な くなる と引き

継が れず失わ れ て し ま う も の が存在し，藤部氏 の 講演

で 紹介 さ れ た よ うな長期的な変動 を考察す る上 で の 貴

重 な データ が あ る と指摘が あ っ た．こ れ ら の データ は

手書 き の 野帳の よ うな もの 含め
， 形式 が まち ま ち で 電

子化さ れ て い ない も の も多 く ， こ うし た データ の 発掘

や保存を行い ，今後 の解析 に生 か す べ き と い う議論が

行わ れ た．ま た ， 長期的な観測 で は ， 測器 の 変更 に 伴

い 精度が異な る た め，測器情報や誤差情報を含め る こ

と な ど の メ タデー
タ を データ セ ッ ト化す る際に ど う考

慮 し扱うか に つ い て も意見が出た．デ
ー

タ セ ッ ト化，

共有，保 存，処理な ど に つ い て は，メ ソ気象の 分野 に

か か わ らず気象関係者共通 の 問題 で あ る こ とか ら議論

が 白熱 し た ．

　現象の あ る
一

側面の み の 目的の た め で 記録 さ れた

データで あ っ て も，長期的 に 蓄積 さ れ た デ ータ は 他 の

側面で活用 で き る可能性 ，
い わ ゆ る近年話題 の ビ ッ グ

データ と い う観 点 で も重 要 で あ る と い う指摘が あ っ

た．こ の観点で は，気象モ デル に よ る計算結果 も ， 衛

星 に よ る観測 データ も ， 担当者お よ び関係者 の み の こ

れ まで の関心 とは別 の 側面で活用 できる可能性 と して

共通 で あ る と い う意見 が 出た ．そ の 上 で ，大量 の デー

タ を ど う扱 うか に つ い て は ， す で に こ の 問題 に 直面 し

て い る 大規模計算機 を扱 う立場，衛星 観測データ を扱

う立場 （ひ ま わ り 8 号 で は 数 TB ／日の データ量 と な

る）か ら の 意見 と現状，現在の対応が 報告され た ．

　 また今回 ， 研究会会場 と な っ た 会議室前 と研究会 の

休憩時間 に，気象衛星 セ ン タ
ー

の ご協力に より，ひ ま

わ り高頻 度観 測 （ラ ピ ッ ドス キ ャ ン ） 事例 の 紹介 と し

て， 5分毎 の 画像の 動画 を上映 い ただ い た．動画 と し

て 紹介 い た だ い た 内容 に は，従来 メ ソ 研研究会 で 取 り

上 げ られ て きた台風や竜巻，豪雨 と い っ た激 しい 気象

現象が観測 され た 事．例 の 領域 お よび期間 に 加 え，今回

の 研究会 の 趣 旨を汲 ん で ，東北地 方 の 下層雲 に つ い て

も盛 り込 ん で い ただ い た．こ れ らの 映像 も，今回 の メ

ソ 研究会 に 提供 さ れ た 話題 の ひ と つ と し て 貢献 し て い

た だ い た と思う．コ ン ビーナ ーの 要望を取 り上げて い

た だ い た こ と に ，
こ の場で 感謝 を述 べ た い ．

　研究会終了時 に は，対象 と した 現象と講演テーマ が

多 くの 専 門分 野 の 方が 広 く興味 をもつ 話題 で あ っ た こ

とが 盛会 に つ な が v た と い う感想を い た だ い た ．こ れ

ま で メ ソ気象研究会 へ 参加 さ れ て こ なか っ た 専門分野

の 小池氏 （東京大学）や 早坂氏 （東北大学〉を講 師に

お 招 きして 話題提供 して い ただ い た結果， これ まで メ

ソ気象研究会に あ まり参加 されて い な い 専門分野 の 方

も参加 し て い た だ き，分野間で の 交流の 機会に も な っ

た の で は な い か と考 え る．多 くの 参加者 と，研究会 中

に交わ され た 意見が ，今後の メ ソ気象学の 発展に つ な

が れば，今回 の 企画 を担 当 さ せ て い た だ い た コ ン ビー

ナ ーと して本望 で あ る．
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