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周辺環境か ら見積 もっ たア メ ダス 観測所の粗度

一雨量 計に 関す る メ タデータ構築の 試み
一

日　 谷 　道　夫
＊

　 1．はじめ に

　雨量計に関す る メ タ データ の 重要性 は，Groisman

et　 al ，（1991），中井 ・横 山 （2009）に 述 べ ら れ て い

る．しか し な が ら，気象官署 に 関 して は気象庁年報 に

収録 され て い る 気象官署観測履歴 に ま と め られ て い る

が ，ア メ ダス 観測所 に 関 して は まと まっ た もの が な

く，また設置当時の 古 い 記録が失わ れ つ つ あ る．近

年，環境 改善 の た め の 移設 雨量計 の 天空率改善の た

め の嵩上 げ，助炭の設置 雨量計へ の 雪の 付着を少な

くす る ため の架台の ポ ール 式へ の変更な どが 行われ て

い る，第 2節お よ び第 4節 に 述べ た 方法 で，雨量計 の

種類，設置高，風除 け （助炭） の 有無 な ど の 雨量計 に

関す る メ タ データ を，で き う る限 り過去に 遡 っ て収集

整理 し た ，

　 2 ．粗度の 区分方法

　粗度 は Davenport 粗 度 区分 の 改 訂 版 （Wieringa
1992） に従 っ て 分類 した．但 し，区分 8 の粗度は 2m

と し た ．ア メ ダ ス 観測年報 に 収録 さ れ て い る 地域気象

観測所地点情報履歴 フ ァ イ ル （amdmaster ．index）の

緯 経 度 情 報 を 基 に ，Google　Map ，ス ト リート

ビ ュ
ー，国土地理院地図閲覧サービ ス （ウ ォ ッ ち ず）

か ら，雨量計 の 設置さ れ た場所を中心 と して 周辺環境

を分類 した．amdmaster ．indexの緯経度は O．1分単位

で 小数点第 2位 を切 り捨て て い る こ と，Google　Map

に ア メ ダ ス 観測所 を 識別す る 十分 な分解能 が な い 地域

があ る こ とか ら，半径300m 程度 の 領域で分類 した。

な お ，雨量計 が 屋上 に 設置さ れ て い る場合は ， そ の 高
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さ を考慮 して粗度を見積 も っ た．

　最近 の もの は，観測部観測課 の 観測環境 Web 上 の

写真 ， 環境図 も併 せ て 分類 した ．観測所 の 周辺環境 は

設 置当初 と粗度区分が変わ る ほ ど大 き く変化し て い な

い と し て ，現在 の 環境を基 に 分類 し た． こ れ は ，ア メ

ダス 観測所が露場 の管理や積雪の観測を委託で き，電

話線 と電力線 と を引き込 み やす い ，人家 に 近 い 場所 に

設置 され て い た こ と に よ る．た と えば，気象庁図書館

所蔵 の 写真 に ，積雪深計設置前 の撮影方向の 異な る も

の が 2 枚あっ た長野県開田高原 で は，北側 の 木曽街道

が 立派 に なっ た こ と以外，変化 は 見 られ な い ．同様 に

写真 が 3 枚あ っ た 長 野 県大 町観測所 で は，現在雨量計

か ら北東側 に 7m ほ ど離れ て 建 っ て い る 平屋 の コ ン

ビ ニ エ ン ス ス トア が ，1980年代 に 無 く開 け て い た こ と

が分 か る．しか し，そ の 建 設 時期 は 分か らな い ．逆

に，北海道大樹観測所で は 1 隣接し て い た 公共施設 が

解体され ， 北東側が大き く開け て い る．解体は ， イ ン

ター
ネ ッ トで 公 開さ れ て い る町議会 の 議 事録 か ら，

2010年度に行わ れ た こ とが 分 か る．

　委託先の 要望や，観測環境改善 の ため移設 された観

測所 に つ い て は ， Google　Map を基 に ， 移 設前 の 粗度

区分を行 っ た．これ ら の 観測所 の 移設前 の 場所 は，古

い 町並 み や集落 が 多 い こ と か ら，環 境の 変化は 大 き く

な く， 現在の Google　Map で 当時 の 環境 を推 定 で き

る と み て い る，中 に は 新 しい 建物に な っ て い る と こ ろ

も あ る が ， 以前読 ん だ 古 い 地域気象観測所管理調書の

記憶 を基 に 区分を調整 した．移設前の 写真が気象庁図

書館 に あ っ た群馬県草津観測所は ， 同
一

敷地 内で の 移

設 で ， 露場は小屋か ら離れ た が ，周 りが 樹木 とい う環

境 は 変化 し て い ない ．

　amdmaster ．index は ア メ ダ ス 観測 所 を管理 す る 気

象官署 の 報告に 基 づ き作成 さ れ て い る が ，緯経度が

0．ユ分程度変化 の 場合 は，気象官署履歴 お よび気象観
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第 1 図　2012年の ア メ ダ ス 観測所 の 粗度 と 降水 量 の 補正 率比 較 に 用 い た領 域．北 日本 日本 海 側 （NJJ ），北 日本

　　　 太 平 洋側 （NJP ），東 日本 日本 海 側 （EJJ），東 H 本 太 平 洋 側 （EJP ），西 凵 本 日 本 海 側 （WJJ ），西 口本

　　　 太平洋側 （WJP ），南西諸島 （NSI）．

第 1表　粗度区分 ご と の ア メ ダ ス 観測所数 （1990年
　 　 　 と2012年 ）．

第 2表　雨 量 計 種 類 ご と の ア メ ダ ス 観測所数 （工990

　　　 年 と2012年），

区分 345678

粗 度 （m ） 0．030 ．1O ．250 ．512

1990 3222282883126

2〔｝125494339667896

年 RT 　 1RT −3RT −4 休止 計 助炭付

Iggo607711o 1318  

暖 候 期
201221010660 1276893

1990698182431881318243
寒 候 期

2〔｝126211852271276909

測履 歴 で 官署 の 移転 地 域気象観 測 所管理 調 書 で ア メ

ダ ス観測所の 移設の 有無を確i認 しな が ら分類 を行 っ

た ．こ れ は ， 移転 ・移設 が 履歴 の な い 場合 で も，気象

官署 に つ い て は再測 量 に よ る変化が あ り ， ア メ ダ ス 観

測所 は 緯経度 が 旧測地系 で 記載 さ れ て い る も の が あ る

か らで あ る．amdmaster ．indexで は ， 1998年 3 月31

日 に，熊本県人 吉，沖縄県金武，南大東，伊原問，西

表島 の緯経度が 変わ っ て い る が ，移転 ・移設 さ れ た 記

録 は無 い ，こ れ とは別 に，風速計の 高さが気象観測履

歴 と異 な る 場合は ， 地 上 気象観測 日 原簿 ・日表 で 確認

しなが ら，気象観測履歴 の 値 を使用 し た ．

　 3 。粗度区分結果

　amdmaster ．index に あ る す べ て の 観測所の粗度 を

第 1表の よ うに 区分した．ア メ ダ ス 観測所 は市街地 か

ら郊外 に か けて の 設置 が多 く，2012年に お い て は 区分

7 が半分以上 を 占め ， 次に 区分 6 の 比率が高 くなっ て

い る （第 1 図）．区分 3 は概 ね 空港 で あ る が ，露場が

伊 丹市 の 住宅 地 ・清掃工 場 に 近 接 した大 阪空港 （豊

中），ターミナ ル ビ ル や雑木林 に 近 い コ ミ ュ
ータ 空 港

の よ うに 3 に区分 で きな い 所 もあ る．

　1990年 と2012年と の 粗度 を比較す る と，2000年以降

の 空港 ア メ ダ ス の 増加に よ り ， 区分 3 が増加 して い る

（第 1表）．また ，区分 7が減少 して い る の は，山岳地

帯に 設置 された無線 ロ ボ ッ ト雨量計が ，廃止 また は有

線化 の た め移設 さ れ た こ と に よ る．さ ら に，移設 に よ

る環境改善 の 効果 に よ り， 区分 8が 減少し て い る．

　 4 ．雨 量 計の 種類 と設置高

　雨量計 は普 通 式転倒 ま す型 雨量計 （RT −1）， 温水

式転倒 ま す 型 雨量 計 （RT −3） お よ び溢水 式転倒 ま す

型 雨量計 （RT −4）が使 用 されて い る．
一一

般的に RT −3

が 使用 さ れ，沖縄 な ど の 暖か い 地 域 で RT −1，寒冷

地で は夏に RT −1， 冬に RT −4が使用 され て い る．冬

季用 の RT −4 は，当初溢水式雪量計 と呼 ばれ て お り，

札幌管区気象台 と 旧新庄 測候所 で 実 用 試験 が 行 わ れ

て い た （札 幌管 区気象台測 器課 1976，新庄 測候 所

1976）．気象官署で は 80型地上気象観測装置 の 整備時，

ア メ ダ ス で は北海道 お よ び本州の寒冷地 に お い で 初

代 75型 有線 ロ ボ ッ ト気象計 の 1977年度 の 整備か ら導 入

さ れ て い る （札幌管区気象台測器課 1978）．それ以前

寒冷地 の 気象官署で は，冬期間地上気象観測用に は か

り型 自記雪量計 また は 円筒型 雨雪量計 が 使用 さ れ ，本

80
“

天気
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州 の 主 な官署 お よび ア メ ダ

ス で は ヒー
タ付 き普通式転

倒 ま す 型 雨 量 計 ま た は

RT −3が使用さ れ て い た．

　 暖候 期 に RT −1が，寒候

期 に RT −4が ， 1990年か ら

そ れ ぞ れ 大 き く減 少 し，

RT −3の 通年運用 数が 増加

し て い る こ とが 分 か る

第 3 表　雨量計受水口 の 高さ ご と の ア メ ダス 観測 所 数 （1990年 と2012年）．

年
0．5〜
lm1

〜
1．5m1

．5〜
2m2

〜
2．5rn2

．5〜
3m3

〜
3．5m3

．5〜
4m4m

〜 不明

199048115015014588861124363
暖候期

20122873641951401034211530

199045715215715371447125
寒候期

20122583661981511064211830

　　 　　　　　　　　 （第 2表 Σ ア メ ダ ス で は，春

と秋に点検を行 い ，記録紙の交換，寒冷地では夏用雨

量計 と冬用 の切換え ， 積雪地帯で は温度計が雪 に 埋 も

れな い よ うに 高さの調整 を行 っ て い た．記録紙の無 く

な っ た第 2世代の 89型有線 ロ ボ ッ ト気象計 で は，1993

年 か ら点検の 負担を軽減 す る た め，定期点検 が 年 1回

と な り，毎年保守用 に 補充 され て い た RT −4の 整備 も

停 止 さ れ た．こ の 年 を 境 に ，ア メ ダ ス で は RT −4は

年々減少 し，北海道 で も2005年 ごろに はす べ て RT −3

に切 り替 わ っ て い る．現在は，北海道 の 気象官署 ・特

別 地域気 象観 測所 22ヵ所で 使用 さ れ て い る だ け で あ

る．た だ ，地域気象観測所管理調書 に 記載 が な い 場合

もあり， 何時切 り替わ っ た か 分か らな い 観測 所 もあ

る．

　風除 け （助炭） に 関 し て は ， 当初 RT −4用 に整備 さ

れ て い た が，仕様書で は，更新中の 10型地上気象観測

装置，現世代 の D3・04型有線 ロ ボ ッ ト気象計 と も ， す

べ て の 雨量計は助炭付 き と な っ て い る．また，2014年

度 に は，航 空官署 に も助炭が整備 さ れ る と聞い て い

る．た だ し，整備基準 どお りに助炭が設 置 され て い る

か ど うか は分 か ら な い ．助 炭 の 有無 は，観測 環 境

Web 上 の 写真 や ス トリートビ ュ
ーか ら判断し て い る

た め，正確 な切換時期 は分か らな い ．ま た，暖候期 と

寒候期で 雨量計を交換 して い る気象官署 で の 切換設置

状況 も十分 に は把握 で き て い な い ．

　雨 量計 の 設置高 （受水 口 の 高 さ ） に つ い て は，雨量

計がキ ャ ノ ピー
内 に あ る場合 も少 な くな い が ，1990年

に比 べ 2012年は，0．5〜 1m と 4m 以上が減少 し， 1
〜 2m が増加 して い る （第 3表）．こ れ は ， 近接す る

建物，樹木の 影響を 少 な くす る た め，また，通過 す る

車 の 水 しぶ きを避 け る た め ， 30〜50crn嵩上 げさ れ る

こ と が多 くな っ て い る こ と に よ る ．一
方， 4m 以上

の 観測所数 の 減少 は，無線 ロ ボ ッ ト雨量計の廃止，移

設 に よ る有線化の 影響が 大 き い ．

300250

　 2oo

毒、5。

冊

100SO

囗 補正

聰観測

0

　 18181818181818 月

　 　 NJ」　　 N」P　　 EJJ　　 E亅P　　 WIJ　　W 亅P　　 NS） 領域

第 2 図 　捕 捉率補 正 し た 領域別 月平均 降水 量

　　　 （1，8月 ）．黒 は観測 値，白 は そ の 補正

　　　 値 を表 す．

　 80　 　　 風連．mis
　 　 　 lQ
　 70

＝6o　 　 s

蓐，。　 ・袵

　 20
　 　 　 z

　 lo

　 o　 　 o

　　場ll1415’61ア1819Z°2’22’324

論
34567891 °11

鞘

　 第 3 図　2013年 6 月19〜20日 の 盛 山の 捕捉率補正

　　　　　 し た 降水量．黒 は 観 測 値，白 は そ の 補

　　　　 正，△ は風 速 を表 す．

　 5 ，雨量計捕捉特性 を考慮 し た降水量の補正

　雨量計の種類，助炭 の 有無 受水 口 の 高 さ お よび粗

度 区分 か ら，横 山ほ か （20D3） に よ る捕捉特性を考慮

し て，風速，気温 を観測 する観測所 の降水量 を補正 し

た．風速 は 6 時間平均値を用 い ，気温 2 ℃ 未満 を雪 と

し，積雪深計，委託観測，近傍地点 の積雪深 を考慮し

た，粗度 が 受水 口 の高さ よ り大き い 場合，受水 口 の 高

さ マ イ ナ ス 0．1m と した ．ま た，冬用雨量計 RT −4の

運用は，夏 ・冬用へ の 切 り替え時期が 不明 なた め，11

月 か ら翌年 の 4 月 ま で の 6 か 月間 と し た．

　1981年か ら2010年 まで の 30年間で ，資料が 8年以上

ある観測所 の 1 月 と 8 月 の 降水 量 と そ の 補 正 を，日本
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を 7 領域 に 分 け て 行 っ た （第 2 図）．な お ， 領域 は

Sasaki　 et　 al．（2005）を使 用 した．寒候 期 の 1 月 で

は，雪 が 多 く雨量 計受 水 口 の 高 さ が 高 い ，北 口本

（NJJ ，　NJP ），東 日本 日本海側 （EJJ） に お い て，補

正 率 は 15〜2 ％ とな っ て い る．暖候期 の 8月 で は ， 北

日本，東 日本 日本海側，空港 の 比 率 の 高 い 南西 諸島

（NSI ） で
，

8 ％ と な っ て い る ．受水 口 の 高 さ の 低 い

東 日本 太 平 洋 側 （EJP ）お よ び 西 日 本 （WJJ ，

WJP ）で は ， 補正 率は小 さ く な っ て い る，

　2013年 3 月 に開港 した新石垣空港 （盛 山） の 露場 は

滑 走路 南西側 風 向風 速 計 の 脇 に あ り，粗度 は0．（）3

M ， 雨量計 は RT −1 （助炭無），受水 口 の 高 さ0．5m ，

風速計 の 高さ は 10．Om で あ る．開港後記録的な大雨

と な っ た ， 6 月19〜20凵 の 例で は ， 3〜llm ！s の 風

が 吹 い て お り，補正 率は 10〜17％ とな る （第 3 図），

　 6．おわ りに

　ア メ ダ ス 観測所 が設置さ れ た露場周 辺 の 環境を調査

し，雨量計 に 関す る メ タデ
ー

タ を作成し た．この メ タ

データ，降水 量，風 速 お よ び気 温 か ら，横 山 ほ か

（2003） に よる捕捉特性 で補正 し た 補正 率は ， 冬季の

北日本の補正率は 10％ を超 え，夏季 の南西諸 島 に お い

て 8％ と大 き くな っ た．こ うした こ とか らも，雨量計

の 設置環境，種類，受水口 の 高さ及び助炭の有無 ， 並

び に こ れ らの 履歴情報の 必要性は大 きい とい える．

方々
， 編集委員長 の 藤部文昭氏 に は 多 くの 有益 な コ メ

ン ト を い た だ き ま した ．こ こ に厚 く御礼申 し上 げ ま

す ．
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