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　今大会 は，ポ ス タ
ー

及 び 口 頭発表 に よ る
一

般 講演

と，特定の テーマ に つ い て議論を深め る専門分科会 と

が 行 わ れ ました．こ の うち専門分科会 に つ い て は，昨

年の 8 月号で コ ン ビー
ナ
ー

及びテ
ー

マ の募集を行い ，

1D件が採用さ れ ま し た．

　以下 に，それぞれ の 分科会 の コ ン ビー
ナ
ー

の 方 々 か

ら頂 い た報告 を掲載 し ます．な お，専門分科会 の プ ロ

グ ラ ム は 「天気」 4 月号 に掲載 され て い ます．

　　　　　　　　　　 2015年 7月　講演 企 画委員会

　 1 ，「次期静止気象衛星 ひ まわ り 8号が もた らす未

　　　来の気象学」

　新 しい 静止気象衛星 ひ ま わ り 8号 （以下 ， 新衛 星 ）

は，2015年 7 月 7 日 に 運用 を開始 した ．新衛星 で は，

可視 ・赤外放射計 の バ ン ド数 は 現行 の 5 か らユ6へ と飛

躍的に増 え1 水平解像度 も現行の倍，観測頻度は全球

で 10分毎 特に 日本付近 で は2．5分毎 へ と強化 された．

本分科会 は，新衛星 に つ い て の 最新 の 情報 を提供 す る

と と もに，こ れ まで の 研究成果や今後 の 利用計 画 を俯

瞰 し，新衛星 が 果 た すべ き役割 に つ い て 幅広 く議論す

る た め に開か れ た．当日 は会場が満席と な り，多数の

立 ち 見 も出 る ほ どで，新衛星 に 寄 せ る期待 の 高 さ が う

か が われ た ．この 他，この 直後 の ポ ス タ
ーセ ッ シ ョ ン

で は，新衛星 の 校正手法 や プ ロ ダ ク トに つ い て 5件の

発表が あ り，
い ずれ も盛況 で あ っ た ．

　趣 旨説 明 の 後， 3 つ の サ ブ テ
ー

マ に も とづ き講演 が

行わ れ た ．最初の テ ーマ 「ひ まわ り 8号 と そ の デ ータ

利用環境」 で は，最初 に 別所 （気象 庁気 象衛星 セ ン

ター） が ， 新衛星 の 概要 を紹介 した ．樋 口 （千葉大）

は，同大 が 情報通信研究機構 と協力 して 設置す る新衛

星 の データ保存セ ン ター
に つ い て 講演 を 行 っ た ．関 口

（海洋大）は，RSTAR に も実装予 定の 新衛星 の 観測

バ ン ドに 特化し た気体吸収テ ーブ ル を説明 した ．

　次 の テ ーマ 「新 セ ン サ ーの活用」で は ， 4件の発表

◎ 2015　日本気象学会

が 行 われた．岩渕 （東北大） は新衛星 の デ
ー

タを用 い

た 氷晶雲の 解析結果 を示 した．ま た 広瀬 （千葉大）

は ， 多バ ン ドを用 い た 降雨確率推定手法を紹介 した ，

こ れ らはい ずれ も　こ れ まで地球観測衛星 や他 の 静止

気象衛星 で培 っ て き た知見 を新衛星 に応用す る試み で

ある，弓本 （気象研）は，新衛星 デ
ー

タを用 い た エ
ー

ロ ゾル 統合プ ロ ダ ク トを作成す る プ ロ ジ ェ ク トを 紹介

した．一
方 ， 竹中 （JAXA）は新衛星 データ に 基づ く

日射量 の解析 と太陽光発電 出力 の モ ニ タ リ ン グ に つ い

て講演 した． こ れ ら は地球環境の 監視や 産業応用 に関

す る講演で あ り，い ずれ も こ れ まで の静止気象衛星 で

は 困難な 分野 へ の 挑戦 で あ る．

　最後の サ ブ テーマ 「高頻度観測 の利用」 で は ， まず

小 山 （気象研） が 高頻度観測 か ら得 られ た 衛星風 に よ

る台風 の 解析例を示 した．また ， 大塚 （気 象研）は，

高頻度観測 デ
ー

タの メ ソス ケ
ー

ル デ
ー

タ同化 の 可能性

を示 し，中野 （JAMSTEC ） は，同データ に よ る 台

風発 生 の 予測可能性 に つ い て 論 じ た．これ ら は，衛星

に よる ナ ウ キ ャ ス トや高頻度 ・高解像度データ同化 へ

の 展望 を示す もの で あ っ た ．

　総合討論で は，コ ン ビーナーの
一

人で ある別所か

ら，新衛 星 が 気象学 の 新 し い 局面 を 切 り開 く可 能性が

あ る こ と，特 に 新衛星 デ
ー

タ の 利用 に よ り 「メ ソ ス

ケ ール 衛星気象学 ・気候学」が 誕生 す る か も し れ な い

と の 期待が述べ られ た．これ に対 し，衛星 デ
ー

タは，
一

般 の 研究者 が 扱 うに は まだ まだ敷居が高 い と い う意

見 が 出た ，気象衛星 セ ン タ
ーで は，その 敷居 を下 げる

べ く，データの 読 み 出 しプ ロ グ ラ ム 等を提供して い る

と こ ろ で あ る．さ ら に 衛 星 データ の 利用 を促進す る た

め に は，雲情報や衛星風 と い っ た物理 （二 次）プ ロ ダ

ク ト も公 開す る こ と が 望 ましい こ と，気象 コ ン ソーシ

ア ム等の活用を検討して い くこ とが 話題 と な っ た ．あ

わ せ て ，気象庁 の 「静止衛星 データ利用技術懇談会」

座長で も ある 中島 （JAXA ）か ら，東大や JAXA が

開発 して い る Joint　Simulatorの活用 に つ い て も提案

さ れた．新衛星 の データは，千葉大等の協力に よ り，
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研究者も自由に利用可能 とな る．さ ら に各種の プ ロ ダ

ク トや ツ
ー

ル に つ い て も使 い や す い 環境 が 整 え ば，衛

星 データ の研究利用が よ り促進 さ れ ， そ の研究成果 を

元 に した次 の 衛星 の 構想 に も繋 が る で あ ろ う．本 セ ッ

シ ョ ン が そ の最初の契機 となれば幸い で ある．

　　　　　　 別所康太郎 （気象庁気象衛星 セ ン タ
ー

）

　　　　　　　　　　 　　　 石元裕史 （気象研 究所）

　　　　　　　　　　　　　 岡本幸三 （気象研究所）

　　　　　　　　　　　　　瀬占　弘 （気象研究所）

　　　　　　　　　　　　　　 中島　孝 （東海大学）

　　　　　　　　　本多嘉明 （千葉大学環境 リモ ート

　　　　　　　　　　　　 セ ン シ ン グ研究セ ン ター）

　　　　　　　　　　　　　 眞木貴史 （気象研究所）

　　　　 三 好建正 （理化学研究所計算科学研究機構）

　 2．「地球環境変動観測 ミ ッ シ ョ ン GCOM に よ る全

　　　球規模の大気 ・生態系 ・雪氷 ・水循環変動観測

　　　計画」

　本分科会 で は，宇宙航空研究開発機構 が 2012年 5 月

に 打 ち 上 げ た 水循環 変 動観 測衛星 GCOM −W 搭載

AMSR2 セ ン サ に よ る 全球水循環変動 の 観測成果，お

よ び2016年度冬期に打．ヒげを控え た 気候変動観測衛星

GCOM −C 搭載 SGLI セ ン サ用 の アル ゴ 1
丿ズ ム 開発

・

検証準備状況の報告を行 い ，気候変動分野 に お け る

GCOM データ利用可能性 に っ い て議論 した．

　 セ ッ シ ョ ン の 前半は ，
AMSR2 関連 の 3件 の 発表 が

行わ れ た．沖 （東大）は AMSR2 標準プ ロ ダ ク トが 想

定精度を達成 して い る 状況 を報告す る と と も に ，研究

プ ロ ダ ク トの概要と利用事例 に つ い て 紹介 を行 っ た ，

澤 田 （東大） は 陸域水文
一生態系結合同化 シ ス テ ム を

用 い て 衛星搭載マ イ ク ロ 波放射計 をデータ同化す る こ

と で，表層 ・根茎層 の 土壌水分や葉面積指数 の 推定精

度 を向上 させ る手法に つ い て報告し た ．青梨 （気象

研） は ベ イズ の 定理 に基 づ い て マ イク ロ 波放射計 の 輝

度温度か ら降水強度 を推 定す るア ル ゴ リズ ム の開発状

況 に つ い て報告した．

　 セ ッ シ ョ ン 後半 で は，SGLI 関運 の 12件 の 発表 が 行

わ れ た．村上 （JAXA ）は GCOM −C／SGLI ミ ッ シ ョ

ン の概要 と今夏発出予定の 次期研究公募 に つ い て 紹介

した．堀 （JAXA ） は 同 ミ ッ シ ョ ン の 検証 計画概 要

（精度目標，検証 体制等） と 準備状況 に つ い て 報告 し

た．橋本 （東大）は都市域な ど地表面被覆が複雑に混

合し た観測領域 で の エ ア ロ ゾル 推定精度 を向上 させ る

手法 を開発 し推定精 度 を議 論 した ，向井 （京都情報

大） は MODIS 等 の 非偏 光観測 を行 う光学 セ ン サ で は

分離 が 難 し い ヘ イ ズ （靄） と雲 の 観 測 事例を紹介 し，

SGLI が有す る偏 光観測機能 へ の 期待 を示 した．永尾

（JAXA ）は SGLI の 雲プ ロ ダ ク トの 概要を紹介す る

と と もに 1 水雲特性推定時に 問題 とな る水平 ・鉛直方

向 の 雲 の 不均
一

性 の 影響 を評価 し た．栗原 （JAXA ）

は SGLI に よ る海面温度抽出時に問題 とな る夜間の 雲

検出を行 う手法 として，ベ イ ズ 推定 に よ り熱赤外域 2

チ ャ ン ネル か ら算出 した雲確率が 有用 で あ る こ と を示

し た．久慈 （奈良女 子大）は南極観測船 「しらせ 」搭

載 の 雲底高度計 お よ び 全天 カ メ ラ の データ を解析 し，

航路上 空 の 雲底高度 雲種類の特徴を議論 した．片桐

（東北大 ） は SGLI 大気 プ ロ ダ ク トの 精度 検証 に 必 要

な，日射量 べ 一
ス で の 衛星観測一地上 観測間比較手法

の 開発状況 を報告し た ．小野 （JAXA ）は SGLIが 有

す る多波長 ・多方向観測機能 を利 用する こ とで，森林

域 の 下層 と上層 の 葉面積指数 を 分 けて 推定で き る こ と

を 三 次 元 放 射 伝 達 モ デ ル を 用 い て 示 し た ．宮 崎

（JAXA ） は地表面温度プ ロ ダ ク トの 精度検証用 に ，

地 Eで 計測 さ れ た 気温 データ か ら地表面温度 を推定す

る 手 法 を 開発 し，解析精度 を議論 し た．青木 （気象

研） は大 気
一
積雪系 の 多重散乱計算 時 に 問題 と な っ て

い た積雪粒子 モ デ ル に つ い て 1 大 ・小の粒径ク ラ ス毎

に異な る Voronoi粒子 モ デ ル を用 い る こ と で
， 衛星

リモ ートセ ン シ ン グに よる積雪物理量 の 抽出精度が 飛

躍的 に 向上 す る こ とを 示 した ，馬淵 （千葉大）は地球

観測衛星 と気候 モ デ ル の 相互利用検証 の 必要性 ・有用

性 に つ い て ，AMSR −E に よ る 積 雪 水 景 プ ロ ダ ク ト と

気候 モ デ ル に よる降水量解析値 と の 比較 を例 に し て議

論 した ．

　最後 に 総合 討論 を行 い ，GCOM −W と C の 複合解

析 の 推進や長期変動データ セ ッ ト構築 の 必要 に つ い て

意見交換が行われ た ．また ，同 日午前中 に 専 門分科会

が 開催 さ れ た 「ひ ま わ り 8 号」と の 連携 （観測 データ

の複合解析や精度検証作業で の 協力等） に つ い て も議

論 さ れ た ．特 に ひ ま わ り 8 号の データ は，SGLI の ア

ル ゴ リズ ム 開発試験 へ の 利用や，SGLI デー
タ との 複

合解析 に よ り物理量抽出精度の 向上 に資す る もの と し

て ，今後 の 利用 開発 が 期待さ れ よ う，

　　　　　　　　　　　　　　 中島　孝 （東海大学）

　　　　　　　　 　　　　　　 本多嘉明 （千葉大学）

　　　　　　　　　　　　　　 沖　大幹 （東京大学）

　　　　　　　　　　　　　 奈佐原顕郎 （筑 波大学）

　　　　　　　　　　　　　　 虎谷充浩 （東海大学）
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　　　　　　青木輝夫 （気象研究所）

　村上　浩 （宇宙航空研究開発機構〉

可知美佐子 （宇宙航空研究開発機構）

　堀　雅裕 （宇宙航空研究開発機構）

　 3 ．「ブ リュ
ーワー ・ドブ ソ ン循環研究 の 現状 と展

　　　望 」

　成層圏ブ リ ュ
ーワー・ド ブ ソ ン 循環 （BDC ）の 発

見 か ら60年余 りが経過 す る が
， 近年の 気候変動研究に

お い て そ の重要性が再認識さ れ て い る．温室効 果気体

の 増加 に伴っ て BDC が長期的に変動 し て い る可能性

が指摘 され て お り，そ の 変動 メ カニ ズ ム と気候 シ ス テ

ム に お け る役割を 明 らか とす る こ とが 望 まれ て い る．

この よ うな状況の 中， これ ま で の 知見を集約 し今後の

展望 を議論す る こ とを目的 として ，BDC に 焦 点 を置

い た本専 門分科会を開催 し た ，同大会期間中 に 同時開

催し た 中層大気研究全般を対象 と し た専門分科会 「中

層大気研究 の 最前線」（第 4節） の 開催報告に記載さ

れ て い る通 り， 2 つ の 専門分科会 に は数多 くの 講演 申

し込 み と当日 の参加が あ っ た．最初の 2件 に は招待講

演 をお 願 い し，長期的 な大気組成観測 か ら指摘 され る

BDC の 長期変動 に つ い て ご講演 い た だ い た．菅原

（宮城教育大）は，気球 お よび衛星観測 に よる大 気組

成濃度の長期デー
タを用い た解析か ら，大気の平均年

代 （nlean 　age ）が上部成層 圏と下部成層圏で異な る

長期変動 を 示 し て い る こ と を 報告 し た ，村田 （東北

大 ） は 1 フ ロ ン ガ ス の 指標 と な る HC1 の 濃度が 北半

球 に お い て 2006年 か ら2012年 に か けて 増加 して い る観

測結果 を報告し，BDC が数年ス ケール で 変動 し て い

る可能性を指摘 した ．し か し な が ら，こ れ ら の 観測研

究に お い て 指摘された変動の メ カ ニ ズ ム お よ び数値モ

デ ル に よ る推定 との 不
一致 に つ い て は 不明 な 点 が 多 く

残 っ て い る．2 件の招待講演か らは共通して，観測に

基 づ く推定 を指標 と し て 数値 モ デル 等 を用 い た研 究 に

取 り組ん で い くこ との 重要性 が 指摘 された．引き続 き

10件 の
一

般講演があ っ た．石戸谷 （産総研）は，大気

組成 濃 度変 動 に 対 す る重 力分離 の 効果 を議論 した ．高

度 が 上 が るに 従 い 重力分離 の 影響 は無視で き な い もの

と な り，大気組成観測 を 用 い た AoA （Age 　 of 　Air）

お よ び BDC の変動 を推定す る上 で 重要 な要素 の
一

つ

とな り得 る こ と を議論 し た．直江 （気象研） は，気象

研 で 開発された地球 シ ス テ ム モ デ ル で 計算さ れ た成層

圏循環 と オ ゾ ン の 長期変動 を報 告 した．出牛 （気 象

研） は
， 化学気候モ デ ル の輸送ス キ

ーム お よ び 鉛直分

解能 を変更 す る こ とで ， 10年規模の AoA 変動 を観測

と整合 す る 形 で 再 現す る 可能性 を議 論 し た ，佐 々 木

（京大生存研）は，化学気候 モ デ ル の フ リ
ー

ラ ン と

ナ ッ ジ ン グラ ン を比較 し，化学気候 モ デ ル の バ イ ア ス

特性を議論した．山下 （環境研）は ， 太陽活動が 最大

に な る 時期 お よ び QBO が 西 風相 と な る 時期 に お い

て ， 対流圏擾乱の変化に起因 し て 弱 い 極 渦 が もた らさ

れ る こ と を指摘 した．小林 （気 象研） は，JRA−55再
解析デー

タ お よ び関連プ ロ ダク トで ある JRA−55C お

よび JRA−55AMIP に お け る成層圏平均子午面循環の

長 期 変 動 を比 較 し，再 解析 に お け る データ 同化が

BDC の表現に及ぼ す影響を議論 し た．野 田 （気象研）

は， こ れ ま で の 変形 オ イ ラー （TEM ）系で は考慮 さ

れ て い なか っ た傾圧不安定 など不安定波 に伴 う対称拡

散 テ ン ソ ル を考慮 し た 一般化 TEM 系 を 導 出 し，

GCM デ
ー

タ に 適用 した結果を紹介 した．林 （東大）

は，非定常 な 波形成 に 対す る子午面循環 の 応答を調査

す る手法を提案し ， 強制を与 えた初期 に は 短周期重力

波が．ヒ下 に 伝播 す るが ， 最終的に は準定常な 子 午面循

環 が 残 る とい う結果 を紹介 した，平野 （東大） は，成

層圏の極 渦崩壊期 に お け る 最 終昇 温 現 象 を 3 次元

TEM 系 の 残差流 お よ び 熱 力学 方程式 を用 い て 解 析

し，昇温領域が東西非
一
様で あ り，残差鉛直流 に 伴 う

断熱加 熱 の 寄与 が 大 き い こ とを 指 摘 した．木 下

（NICT ＞は，3 次元 TEM 系 の 残差流 を用 い て 南半

球 8 〜10月の停滞性擾乱及び非定常擾乱に伴う物質輸

送を調 べ ，停滞性擾乱 に 伴 う残差鉛直下降流 が 西半球

で卓越す る こ と ， 非定常擾乱に伴う残差南北流 の 卓越

高度が オ ゾ ン の 多 い 経度域で 下 が る こ と等 を示 した，

　　　　　　　　　　 宮崎和 幸 （海洋研究開発機構）

　　　　　　　　　　 木下武也 （情報通信研究機構）

　　　　　　　　　　　　　　江 口菜穂 （九 州大学）

　　　　　　　　　　　　　小 寺邦彦 （名 古屋大学）

　　　　　　　　　　　　　　岩崎俊樹 （東北大学）

　 4 ．「中層大気研 究の 最前線」

　気象庁全球数値予 報モ デル が 2014年 3 月 か ら 中間圏

に ま で 拡張 さ れ ，CMIP5 で 成層 圏 を含 む モ デ ル の 割

合 が 格 段 に 増 す な ど，中層大気研究の 重要性が 近年ま

す ます認識さ れ て い る．中層大気研究の 最新成果 の 集

約 と今後 の 展望 を議 論す る場 と し て 「ブ リ ュ
ー

ワ
ー ・

ドブ ソン 循環研究 の 現状 と今後の 展望」（第 3 節）と

本専門分科会 を 同 日 開催 し た．両者 を合 わせ た 申込総

数 は44件 と非常に多 く， 3割強が他セ ッ シ ョ ン に 回る
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必要が 生 じた．コ ン ビーナーとして は心 苦 しか っ た

が
， 予想 を超 え る 申込 は 大変喜 ば し い もの で あ っ た．

　分科会は 塩谷 （京大生存研） に よ る SMILES 観測

で 得 られ た 知見 と 将来 の 衛星観測計画 の 紹介か ら始

ま っ た．続い て佐藤 （東大院理）は第 IX 期南極地域

観測事業重点研 究観 測計 画 と，PANSY フ ル シ ス テ

ム 稼働に よ り期待され る成果 を紹介 した．高麗 （東大

院理）は PANSY に よ る極域中間圏 エ コ ー観測 に よ

り推定さ れた 風速場の統計解析結果を報告した．三 村

（北大地球環境 ）は航空機 に よ る観測 に 基づ き熱帯対

流圏界層 で の 氷晶生成過程 を論じ た ．稲飯 （京大生存

研）は RS80ラジオ ゾン デ の 気圧 セ ン サ
ー

バ イア ス に

起因す る 高度誤差 が オゾン 等 の プ ロ フ ァ イル と ト レ ン

ド に 与 え る 影 響を定量化 し た ，伊藤 （九大院理） は

7Be
観測 と大気再解析データ に よ り成層 圏大 気 の 地表

へ の 最速降下経路 を明 らか に した．廣岡 （九大院理 ）

は MLS 衛星デー
タを用い て成層圏突然昇温が赤道域

半年振動 を変調 して い る こ と を 示 した ．雨宮 （東大院

理 ）は 3次元伝播を考慮 し た 地形性重力波 パ ラ メ タ リ

ゼー
シ ョ ン を提案 し，大気大循環 モ デル に 適用 した ．

西本 （京大 院 理 ） は 二 次元 湿潤 モ デ ル に 現 れ た QBO

的振動 と対流活動との間で の相互作用 の 動態 を明 らか

に した ．

　 休憩を挟ん だ後半に は ま ず ， 突然昇 温 に 関す る発表

が 並 ん だ ．予測可能性 に つ い て は，対流圏に お け る惑

星波ソース の再現性が キ ーで あ る ようだ ．こ れ は水 田

（気 象研） が マ ル チ モ デ ル に よ る ア ン サ ン ブ ル 実験

（SNAP プ ロ ジ ェ ク ト）の 比 較解析 を用 い て
， 野 口

（京大院理 ）が 極渦 が 割れ なか っ た 事例 を対象 と し た

ア ン サ ン ブル 再予報実験 を用 い て ， そ れ ぞ れ 示 し て い

た ．ソース の 地理的分布に 関して は，向川 （京大防災

研）が Ray 　Tracing を用 い る こ と で ，過去 に 報告の

少な い ア リ ュ
ーシ ャ ン低気圧の役割を指 摘 した．一

方，三 好 （九大院理 ）は モ デ ル 実験 に よ D ， 北極の 海

氷の多寡が突然昇温 の 頻度に影響 を与 える こ と を示 し

た．な お ，突然昇温 に 伴 う極渦の 遷移過程は 複雑 で あ

D，柴 田 （高知ユニ科大）は そ の客観的指標を構築 す る

試み を報告した．

　 門脇 （国立環境研） は南半球 プ ラ ネ タ リー波の特異

的な位相が ア ル ゼ ン チ ン 上空 で オ ゾン 全量低下 を引き

起 こ す こ と を示 した ．小 玉 （海洋研 究開発機構） は 中

層大気版 NICAM に つ い て，極渦形成 に お ける水平 ・

鉛直解像度依存性 を報告 し た．吉田 （気象研 ） は熱帯

対流圏界層に お け る鉛直流 の モ デル 間差異 が ，波 の 南

北運動量輸送の再現性 に起因す る こ とを示 した，谷出

貝 （名大） は熱 圏風速 の 観測 デ
ー

タを用 い て ，太陽 フ

レ ア活動 の シ グナル の 検出を試み た ，

　講演時間は 1件あた り10分 と少な く総合討論の時間

は割けなか っ たが，ユOO名程度 の参加者の 中で 1 迫力

の あ る講演 と議論が続き，実 りあ る 分科会 で あ っ た．

尚 ， 超高層大気 ・大気化学等 の 他分野 と の 連携 と， 気

象学 に 関わ る広範な 分野 との 関連を両立す る 為，今後

は春季 の 中層 大気 セ ッ シ ョ ン は JpGU と 気象学 会 と

で 隔年開催 され る こ とが第 22期 SPARC 小委員会で

決定 さ れ た ． 2 年後 に 更 に 進化し た 中層大気研究の 分

科会が 開催 さ れ る こ と を期待した い ．

　　 河谷芳雄 （国立研究開発法人海洋研究開発機構）

　　 西井和晃 （東京大 学先端科学技術研究セ ン ター）

　　　　　　　　 坂崎貴俊 （京都 大学生存圏研究所）

　　　　　 佐藤　薫 （東京大学大学院理学系研究科）

　 5 ．「気象庁デ
ー

タを利用 した 気象研 究の 現状 と展

　　　望」

　世界有数の 現業気象予測 シ ス テ ム を運用す る気象庁

と，そ こ で 作成 さ れ る様々 な データ を利用す る 研究

者 ・機関と の連携研究を推進す る ため 「気象研 究 コ ン

ソーシ ア ム 」が 発足 し， 7 年以上 が 経過 し た ．コ ン

ソ
ー

シ アム で は，数値予報を は じめ とす る各種気象庁

モ デル の 出力デ
ー

タの みな らず ， 海面水温解析値や静

止 衛 星 ラ ピ ッ ドス キ ャ ン データ な ど の 観測 ・解析 デ
ー

タ も有効活用 して ，最先端 の 気象研究を推進 す る と と

も に ，そ の 成果 の祉会還 元 の 促進 に 努 め て い る．

　 こ の 專門分科会 で は，コ ン ソー
シ ア ム活動の研究成

果 を参加者 に 広 く発信す る と と も に，こ れ か らの 活動

に 直接関係す る数値予報の 現状 と展望，気象分野 に お

け る産学官連携研究 の 実例，さ ら に は オープ ン サ イエ

ン ス と い う国際的な動向 と 関連す る研 究 デ ータ の 公

開 ・共有 に 関す る講演
・
討論が 行わ れ た．招待講演 が

4件 ，

一
般講演が 5 件で ，総合討論 を含 め て 2 時 間 30

分 に わた り熱 の 入 っ た議論をす る機会 とな っ た．

　 まず ， 永戸 （気象庁数値予報課，招待講演）が 気象

庁 に お ける短期 ・中期予報用 の 数値予報シ ス テ ム の 現

状 と 開発計画 に っ い て 講演を行 っ た．2014年 3 月 に 実

施さ れ たモ デ ル の 上端 の 引 き上 げ，物理過程の改良 ，

新規 観測 データ の 利用 等に よ り全球 モ デル の 予測精度

の向上が続い て い る こ と や，メ ソ ア ン サ ン ブ ル 予報 シ

ス テ ム の 運用開始に 向け て シ ス テ ム 開発 が 継続的 に 行

わ れ て い る こ と な どが 紹介 さ れ た ．ま た，新保 （気象
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庁気候情報課，招待講演〉は，気象庁現業 1 か 月ア ン

サ ン ブル 予報シ ス テ ム の現状 と そ の利用 ， 及 びハ イ ン

ドキ ャ ス ト実験デー
タ の 有用性 に つ い て講演 を行 っ

た，

　次 に，数値予報の 出力データ を利用 した以下 の 研究

成果が報告さ れた．稲津 （北大院理，招待講演） は 1

か 月予報データ か ら得られ る対流圏循環 に 関す る ア ン

サ ン ブ ル ス プ レ ッ ドの 低次元位相 空間で の 分布 を，確

率微分方程式に基づ い て長期再解析デー
タか ら求め ら

れ る ス プ レ ッ ドに よ っ て 推定す る試み に つ い て 講演 を

行 っ た ，野 口 （京大院理） と田 口 〔愛知教育大）は ，

そ れ ぞ れ ， 1か 月予報データ と ハ イ ン ドキ ャ ス ト実験

デ
ー

タを用 い て ，極夜 ジ ェ ッ ト振動 や成層圏突然昇温

の 予測可能性に 閧す る研究を紹介 し た．

　他方 ， 濱 田 （東大 AORI ， 招待講演） は，コ ン ソー

シ ア ム で 提供さ れ た静止衛星 ラ ピ ッ ドス キ ャ ン デー
タ

を用い て ， 観測 さ れ る雲頂発達速度か ら積雲内で の 上

昇流速 を推定 す る 試 み に つ い て 講演 を行 っ た．榎 本

（京大防災研）は，予測可能性研究に お ける モ デル ア

ン サ ン ブル 実験 の 重要性を主張した．大竹 （産総研／

気象研） は，気 象庁数値予報 データな どを用 い て電力

の 安定供給の た め に 必 要 な 太陽光発電 量 を 予 測 す る研

究が 電気学会等で も盛 ん に 行われ る よ うに な っ て きた

現状や ，電力業界な どで の 予報データ の利用 を さ ら に

促進す る方策を紹介した ，ま た ， 村山 （NICT ）は ，

オ ープ ン サ イ エ ン ス と科学研究データ の 共有 に 関す る

国内外の 動向 と問題点 に つ い て報告し た，

　最後 に，余田 （京大院理 ） の 司会に よる総合討論が

行わ れ，オープ ン データ化 と い う社会動向や 急増す る

データ容量 とい う環境変化 に 対応 した コ ン ソーシ アム

活動の 今後の 展開や データ提供 の 仕組み を再検討す る

必要性 ， 大学で の 研究成果 を気象庁業務 に還 元す る 方

策，さ らに は気象庁が保有す る 過去 の データ や数値モ

デル を大学側 で 保管 ・利 用す る 必要性や方策 な ど に つ

い て，気象学会 と気象庁の 双方の観点か ら提案や問題

提起 な どが行わ れ た．

　　　　　　　　　 向川　均 （京都大学防災研究所）

　　　　　　　 高藪　縁 （東京大学大気海洋研究所）

　　　 　　　　 佐藤芳昭 （気象庁予報部数値 予報課）

　 6．「大気と海洋の デー
タ レス キ ュ

ー
の 現状 と そ の

　　 利活用」

近年 の 気候 の 大 きな変化 を科学的 に よ り正確 に 理解

し，大 きな変化が危惧さ れる将来気候の 予測の確度を

高め る た め に ， 大気や 海洋 の 長期変化 を捉え る こ と の

で き る観測データや再解析デ
ー

タが望 まれる こ とか ら

今回 の 専門分科会 を 企画し た．

　世界各地に は古い 気象記録が紙べ 一ス で残存して お

り，それ らをデ ジ タル 化 して 後世 に 残 し て い くデ
ー

タ

レ ス キ ュ
ーと い う取 り組 み は，す で に 1979年 に

WMO に よっ て 提唱 さ れ て お り，現 在さ まざ まなプ

ロ ジ ェ ク トが 進行 中で あ る こ と を三 上 （帝京大） が 紹

介し た．日本で は，気象庁設立前の 19世紀に各地で気

象観測 が 行われ て お り，財 城 らが 記録 の デ ジ タル 化 や

補正 ， 均質化な ど を実施し ， データ を公 開して い る．

ただ し国際的 に 均質化や品質管理 の 基準 が 統一
して お

らず， 検 討 が 必 要 で ある と指摘 した．また 三 上 は，

1877年か ら 日本各地 の 灯台で行わ れ た気象観測記録 を

紹介 し，19世紀末 の 天気図 を詳細に復元 で き る 可能性

と再解析デー
タの 算出に 資す る基礎デー

タ と なる こ と

を指摘した ．そ し て データ レ ス キ ュ
ーに お い て は ， 過

去 の 気象観測 に 関す る メ タ 情報 の収集 も重要 で あ り，
一次史料の収集成果か ら，1875年の 東京気象台設立 当

時 の使用測器や設置場所 に関す る 詳細 な情報を，山本

（気象研） が 明 らか に した．

　遠藤 （JAMSTEC ） が ベ トナ ム の 降水 データ を紹

介 した よ うに ，諸外国に お い て も大量 の 観測デ
ー

タが

未使用状態で あ る．過去の気象データ を収集す る国際

的活動 は ，
Atmospheric　 Circulation　 Reconstruc−

tions　 over 　the　 Earth （ACRE ）や 国際気象機関に よ

る プ ロ グ ラ ム で 進 め られ て い る と久保 田 は報告 した ．

海洋 観測 デー
タ の 国際 的収集活動 は1993年 に 始 まる

が ， 既存データ の 保存状態 の 悪 さ が 指摘 さ れ ， 現在

International　 Quality　 controlled 　 Ocean　 Database

（IQuOD ）に よ り そ の再構築が 図 られ て い る （鈴木 ，

海洋情 報研究 セ ン タ
ー

），国 内 で も Argo の ノ ウハ ウ

を生 か して，海洋データ管理 と データ利用促進 の た め

の 仕組 み を佐藤 （JAMSTEC ） らが 開発 し て い る，

　未使用の台風資料 も多 く存在 し て お り，熊澤 （横浜

国立大） は 1900年か ら 日本に上 陸した 台風数を復元 し

た．その 中で 日本の気象庁の 地上気象資料 の 整備 は進

ん で お り，遠 藤 （気 象研） は 過 去 100年間の 気温 の 上

昇 や梅 雨末期 の 降水量 の 増加 傾 向 を報告 した．一
方

で，海面水 温 の データ セ ッ ト は世界的 に整備が 進 ん で

い る が ，デ
ー

タセ ッ トの 作成方法 の 違 い で 結果 が 異な

る こ とを，時長 （京大防災研）は1920年代の気候 シ フ

トの解析か ら指摘した．復 元 した海面気圧 と海面水温

を応用 して，過去100年間の気候 を再現 す る 大気海洋
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長期 気候再解析 の 試 み が 進 め られ て い る （石井）．

　今後は，国内の デ
ー

タ レ ス キ ュ
ー

を加速 させ ，国際

的 な活 動 と連 携 して ， 歴史 的データ の 管理 を進 め，

デ ータ の 利用 を 促進 して い くべ き と考 える ，

　　　　　　　　　　　　　財城真寿美 （成蹊大学）

　　　　　　　　　 久保 田 尚之 （海洋研究開発機構）

　　　　　　　　　　　　　石井正好 （気象研究所）

　 7 ．「気象 レーダー60年の 歩みと将来展望」

　1954年に 日本初の 気象 レ ーダーが 運用 を 開始し て昨

年で 6D年を迎 えた．そ こ で 次 の こ と を念頭に各分野の

方々 か ら発表を い た だ き議論 した ．  60年を機 に 気象

科学史の ひ と つ と し て残す ．  日本独自の 発達を遂げ

た 気象 レ
ーダー

の 技術 と そ の 応用 を振 り返 る．  行

政 ・大学 ・研究所 ・メ ーカ ーな ど関連機関の 連携 と競

争を振 り返 る．  国際研究プ ロ ジ ェ ク トや途上国援助

な どの 国際貢献を振り返 る．  気象 レ ーダー
に 求め ら

れ る今後の 課題 を提起 す る．

　前半 の 「行 政 ・機 器 開発」 セ ッ シ ョ ン で は，立 平

（元気象庁）・石原 （京大）が ，大阪管区気象台 と気象

研 究所 に 60年前 に 設置 さ れ た X バ ン ドレ ーダーの 概

要を紹介 し ， そ れ に続 く富士 山レ ーダー，MTI 開発

とデジ タル 化，解析雨量 ・降水短時間予報 の 流 れ，気

象研究所の初期の レ ーダー研究，気象庁 の 開発途上 国

支援 に つ い て 述 べ る と と も に ， ア ナ ロ グ レ ーダー時代

の 観測員 に よ るス ケ ッ チ観測 や FAX に よる情報伝達

な ど の 苦労 が 語 られ た ．深見 （国総研） か ら は，旧 建

設省及 び土木研究所等が 中心 と な っ て 推進 して きた

1976年赤城山 か ら2002年の 全国合成処理 の 完成ま で の

B −6 法 を 基盤 と し た 「レ ーダ雨 量計」の 全 国展開 と

河川情報セ ン タ ーに よ る部外配信の歴史，降雨量観測

精度改善に向け た 1980年代後半の 旧世代二 重偏波 レ ー

ダーの研究を経て，近年の X バ ン ド MP レ
ーダー

に

よ る Kdp 法 を 用 い た 国交省 XRAIN 観測網の 整備が

紹介 さ れ た．長屋 （日本無線）は1954年の 初代 気象

レ ーダーの 製作 に 始 ま り，MT 工に よ る 地形 エ コ ー除

去処理 の成功，ドッ プ ラー ・偏波 レ ーダー
開発，近年

の 固体化 レ ーダーの開発まで の 流 れ を最初 の レ ーダー

納入先で あ る当時の 大阪管区気象台の写真 などを交 え

な が ら紹介し た ．浜 津 （三 菱電 機） は 1955年 の C バ

ン ド東京 レ ーダー
に 始 ま り， 世界 で 最 も高所 に 設置 さ

れ た 気 象 レ
ーダー

で あ る S バ ン ド富 士 山 レ
ーダー

（1964〜1999），MU レ ーダー，　 ODA に よ る海外の 気

象 レ
ー

ダ
ー

の 製作 に つ い て ，苦労談 も含 め て 紹介 し

た．和田 （東芝） は 同社に お ける長年の気象 レ ーダー

製作 の 歴史 を振 り返 る ととも に ， 近年同社が力を入れ

て い る固体化 レ ーダーと フ ェ
ーズ ドア レ イ レ ーダー

の

開発 に つ い て 述 べ た ．塚本 （気象庁観測部） は
， 気象

庁の気象 レ ーダーの標準仕様と と も に，2 02年か ら気

象 レ ーダーデータ の
一

般公開が 始 ま っ た こ と を示 し，

2015，16年度 に は 航 空気 象 レ
ーダー

を 固体化 MP

レ ーダーと し て 更新 す る計画 を紹介 した ，大森 （気象

庁予報部） は これ まで の解析雨量 ・降水短時間予報 ・

降水ナ ウ キ ャ ス ト と と も に，気象庁 V 一ダーと XRAIN

と の合成に よ り昨年開始さ れ た格子間隔250m の 高解

像 度ナ ウ キ ャ ス トの 有効性 と 利用方法 を紹介 し た ．

中北 （京大〉は 1982年の 深 山 レ ーダーの 3 次元 表示

解析 か ら始 ま る降水監視 ス キ
ー

ム ，リ ト リ
ー

バ ル そ して

メ ソモ デ ル と結合 した 降雨予測手法，沖縄 の COBRA

（情 報通 信研 究機 構） に よ る 偏 波情報処理 の 開発 と

実用化，そして フ ァ
ー

ス トエ コ
ー

の 自動探知 ・追尾な

ど災害防止 を強 く意識 し た研究内容 に つ い て述べ た ．

井 口 （情報通信研究機構） は，1977年 の 鹿島 C バ ン ド

レ ーダー
の 設置 に始ま り航空機搭載 レ ーダー

の 開発 か

ら ，
1997年か ら／7年間に 及 ぶ TRMM 搭載 降雨 レ ー

ダー
の 成功，後継の GPM 二 周波降水 レ ーダー

の 運用

開始，2018年 に 打 ち 上 げ予定 の EarthCARE 衛 星 に

搭載予定 の 雲 レ
ーダー

に っ い て 紹介 し た．

　後半 の 「研究 ・
最先端技術」 セ ッ シ ョ ン で は，上 田

（名古屋大）が大学 ・研 究機 関 に よ る 1980年 か ら2010

年代 ま で の デ ュ ア ル ド ッ プ ラーレ ーダー観測 や 偏波

レ ーダーの 研究 開発 とそ の 利用 の 歴 史 に つ い て述 べ

た ．そ の 中で 今専門分科会 で は発表 の な か っ た 真木

（防災科研 ） ほ か に よ る 偏波 レ ー
ダーの 実利用研 究 に

つ い て高 く評価 した ．藤吉 （北大）は，垂直 レ ーダー

や RHI レ ーダーに よ る降水 エ コ ーの詳細 な鉛直構造

観測 か ら 始 ま り，ミ リ波 レ
ーダーや ド ッ プ ラー

レ
ー

ダーを 用 い た北極域 か ら熱帯域 に ま た が る様々 な プ ロ

ジ ェ ク ト研究，鳥や流氷観測 な どへ の 応用な ど名大や

北大 で 実施 し て き た ユ ニ ーク な 研究 を紹介 し た．楠

（気象研 ）は気象研 の第 1世代 か ら 3世代 ま で の 可搬

型 ドッ プ ラーレ ーダーに よる 日本各地 の メ ソ現 象 の 研

究観測 の 歴史，そ して 近年の 突風発生 メ カ ニ ズ ム の 解

明 を き っ か け と し て 本年つ くば に 設置さ れ た X バ ン

ドフ ェ
ーズ ドア レ イ レ ーダーの研究利用 に つ い て 熱 く

語 っ た．足 立 （気象研）は，気象研 の 高円寺時代 の

X バ ン ド ドッ プ ラーレ ーダー・RHI レ ーダーか ら っ

くぼ の 初代 C バ ン ド ド ッ プ ラ ーレ ーダーま で の 歴史
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を紹 介 す る と と も に ， 近 年 の 固体化 C バ ン ド MP

レ ーダーに よる偏波情報利用 の 実用化研究 の 成果 を述

べ た．米山 （海洋研究開発機構） は ， 1998年 か ら運用

を開始 した観測船 「み らい 」搭載の C バ ン ドドッ プ

ラ ーレ ーダーを 用 い て 北極か ら熱帯 の 海洋 上 な ど世界

各地 で観測を実施し ， これ らの貴重 な観測データ が公

開さ れ て い る こ と，また，昨年 MP レ
ーダー

と し て

更新さ れ た こ と に よ り洋上 プラ ッ トホーム と して ます

ます充実 しつ つ ある こ とを強調 した．中村 （獨協大）

は 自身 が設 計 当 初 か ら携 わ っ た TRMM 降雨 レ ー

ダーに よ る継続的観測の 成功が，現在の 「降水気候研

究」の 端緒 と な っ た こ と を強調 し た ．牛尾 （阪大）

は，世界 に先駆け て 開発 した X バ ン ドフ ェ
ーズ ドア

レ イ レ ーダーの有効性 ， さ ら に複数台の フ ェ
ーズ ドア

レ イを展開 した観測ネ ッ トワ
ー

クの 運用状況 さらに

次期偏波 フ ェ
ーズ ドア レ イ レ ーダー

の 開発 に 着手 し た

こ とを述 べ た．佐藤 （情報通信研究機構）は，阪大 ・

東芝 と と もに 開発 した フ ェ
ーズ ドア レ イ レ ーダーの優

位性 （短時間に 風 と降水の 3次元分布を と らえる こ と

が で き る）を披露 す る と と も に，観測に よ っ て得ら れ

る ビ ッ グデ
ー

タ の 処理 とそ の 利用 に つ い て の 課題 を提

起 した ．岩波 （防災科研）は ， 降雨 の 開始前 の 雲 の 雲

物理特性 を研究 し積乱雲 の 発達予測技術 の 開発 をめざ

した 5台の Ka バ ン ドドッ プ ラーレ ーダー （うち 3 台

は偏波機 能付 き）， 3台 の ドッ プ ラーライダーな どに

よ る研究観測ネ ッ トの 開始を紹介 し た．篠田 （名大）

は， 名大に 導入 さ れ た Ka バ ン ド MP レ ーダーに っ

い て紹介し，全国共同利用設備 と して の 利用 を提案 し

た 、

　最後 の 議論 で は，今回 の 分科会 で は各分野 で の 気象

レ ーダーの開発
・利用 の 歴史 と今後 の 計画 が 示 さ れ た

こ とか ら，発表 内容 を 「気象研究 ノ
ー

ト」等 で 取 りま

と め る こ とが 提案 さ れ ，多 くの 方 の賛同 を得 た．立 ち

見 を含めて 多 くの 方 々 が 参加 して 下 さ っ た こ と，そし

て 多くの 講 演 と議論 に よ っ て 内容 の 濃い 専門分科会が

達成 で きた こ とに感 謝 い たします．

　な お，レ ーダー
の 応用研究 （3件），最近 の 大学 に

お け る 研究 （2 件）， 商用小型 レ ーダー （1件）は 時

間の 制約か ら ポ ス タ
ー

発 表に 移行 し て い た だ き まし

た，

　　　 　　　　　　　　　　　 石原正仁 （京都大学）

　　　　　　　　　　　　　藤吉康志 （北海道大学）

　　　　　　　　　　　　　　立平良三 （元気象庁）

　 8．「気候変動が東ア ジ ア域気象に及ぼ す影響の 理

　　　解に向 けて ：マ ルチ気候 モ デルデータ解析」

　地球温暖化 は，地表平均気温 を上 昇 さ せ る だ けで な

く， 大気や海洋の大循環の変化な ど を通じ て，温帯低

気圧 の 経路，台風 豪雨 や 干 ばつ の 頻度 や 強度 な ど，

様々 な大気現象 の 様相 を変化させ る可能性 が ある．特

に東 ア ジア で は ， 雨 の 降 り方 の 変化は，生活 の 安全 や

食料生産 に直接影響す る重要 な問題 で あ る．そ こで ，

地球温暖化に 伴 い 東ア ジ ア域の 気象現象が い か に 変化

す る か に つ い て議論す る 目的で ， IPCC 第 5 次評価報

告書の た めに 世界各研究機関が実施 した，気候 モ デル

に よ る 現 在 気候 お よ び 将 来気 候 シ ナ リオ 実 験

（CMIP5 ）を解析 した研究発表 を中心 に専門分科会を

企 画 し，参加者約 100名 の も と，以下 の 8 の 研究発 表

（講演時間 9分，質疑応答 2分）が行わ れ た ．

　早崎 （筑波大） は，東ア ジ ア の 極端現象の
一

っ と し

て冬季 の 急発達す る低気圧 （爆 弾低 気圧） を取 り上

げ ， そ の温暖化時の将来変化を解析 した ，そ の 結果，

低気圧経路 の高緯度 シ フ トに よ り，日本の 南岸を東進

す る南岸低 気圧型 の 爆 弾低気圧 は減 少 し，そ の
一

方

で ，日本海か らオ ホーツ ク海に向か う爆弾低気圧 の 頻

度 は現在気候 と変わ ら な い こ と を発表 した ．西井 （東

大先端研） は， 気候モ デ ル の 日本付近 の降水量を解析

し，い ずれ の 気候 モ デ ル で も総降水量 は 観測データ か

らの推定量 に近 い が ， 熱帯低気圧に伴 う降水量の割合

は モ デル 依存性 が 大 き い こ と を報告 した ，内海 （東大

生産研）は，東アジア に お ける将来の降水量変化 に つ

い て ，熱帯低気圧 や温帯低気圧など様々 な気象シ ス テ

ム 別 に 解析 し，相対的 に温帯低気圧に よる寄与が小 さ

くな る と評価 した．

　 全球的 な解析結果 と して ，楠 （気 象研 〉 は，「地球

温暖化 で 雨 の 降 り方が変わ る の は い つ か 」を客観化す

る た め，過 去 の 気候 に 戻 ら な い 年代 （テ ィ ッ ピ ン グ

年） を各種降水量 に対して 定義し ， 気象研モ デ ル の例

を 示 し た．今世紀前半 に テ ィ ッ ピ ン グ年 が 解析 され る

の は ， 年降水量で 見 る と シ ベ リアな ど高緯度域 や太平

洋赤道域 な ど に 限 られ る が ，日降水 強度で 見 る と 日本

域に お い て も今世紀前半 に テ ィ ッ ピ ン グ年が現れ る こ

とを指摘 した．尾瀬 （気象研）は，現在気候実験 に お

けるユ
ーラ シ ア大 陸の 陸上気温 バ イ ア ス と降水量 バ イ

ア ス と の関係 を解析 し，将来気候予測へ の 系統的な影

響 に っ い て 示 し た．仲江川 （気象研）は ， 温暖化に伴

う東ア ジ ア の 土壌水分の将来変化 に つ い て，そ の 原因

を 統計的 に 推定 し た．北緯30度以 南で は ， 蒸発 の増加
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に よっ て 土壌水分 が 減少す る と特定 で き る が，以北 で

は，（降水量一蒸発量）が有意に変化 して も，土壌か

ら の水流出量 の変化も関係し て 土壌水分の将来変化の

原因 は明確 で な い 地域 が 多 い こ と を紹介 し た．

　安永 （富山大） は，日本海沿岸域 の 初冬期 に 降 水 の

増加傾向が観測さ れ て い る こ とに関連 して ， 10−12月

に 日本海中部 で 海面水温 の 上 昇 トレ ン ドが 見 られ る こ

と を報告し た．しか し ， これ に伴う大気中の 水蒸気量

増加 は 見 られ ず，日本海沿岸 で の 降水量増加 の 原因 は

単純 で は な い こ と が わ か っ た．牛山 （土 木研）は ，

フ ィ リ ピ ン の パ ン パ ン ガ 川流域 の 力学的 ダウ ン ス ケ ー

リン グ の 結果 に つ い て ，順序統 計量 ご とに 補正 を行 う

頻度分布マ ッ ピ ン グを降水量出現頻度に適 用して 適切

な結果が得 られ る こ と を確認し た ．

　総合討論 で 指摘が あ っ た の は，強雨や降水特性 の 表

現 は気候 モ デ ル で は まだ まだ 難 し い 課題 で あ り ， 東ア

ジ ア の 四季の 降水 シ ス テ ム を取 り上 げ よう とす る と，

気候 モ デ ル に よ る そ れ ぞ れ の 降水 シ ス テ ム の 再現性の

違 い も考慮す る 必要 が 出 て くる こ と で ある．こ の よ う

な 問題を考え る と，最新の観測データ や 高解像度モ デ

ル を活用 した研 究 へ の 展開が必要 とな っ て くる．こ の

場合 も，地球温暖化研究 で は，大気海洋相 互 作用 の 重

要性を認識す る こ とが 大切で ある．

　　 　　　　　　　　　　　 尾瀬智昭 （気象研究所）

　　　　　　　 高薮　縁 （東京大学大気海洋研究所）

　　 中村 　尚 （東京大学先端科学技術研究 セ ン タ
ー

）

　 9．「高解像度全球シ ミュ レーシ ョ ン が拓 く新 し い

　　　気候 ・気象研究」

　全球 モ デ ル の 高解像度化 は，モ デル 開発 の 進展 と計

算機の 能力向上 （地球 シ ミ ュ レ ー
タ，京 コ ン ピ ュ

ータ

等）に よ っ て 飛躍的に進歩 して い る．本専門分科会 で

は ，
こ れ まで の歩み を踏 まえ ， 次に 進 め る べ き新 し い

サイ エ ン ス に つ い て 分野横断的な議論を行う こ と を目

的 と し た （招待講演 4 件，一
般講演 6 件）．ほ ぼ 満席

となっ た会場 か ら，多岐 に 亘 る質疑や コ メ ン トが寄せ

られ ， 活発 な 議論 が 展開 さ れ た，

　 三 浦 （東大） は，全 球非静 力 学 モ デ ル NICAM の

開発研究史 と現時点で の課題 を論じた．計算結果 の 徹

底 した検証 と 「自分 た ち の サイエ ン ス 」 の 必要性を提

示 し，全体 の 基調 を な す講演と な っ た．小玉 晦 洋研

究開発機構）の紹介した ，
NICAM を用 い た 初 の 気候

計算は ， 気候 モ デル の 世界 に お け る新し い 展開の
一

端

とい えるだ ろ う．こ の計算に お け る ア ジ ア 域 の 諸現 象

の 再現性 に つ い て，山浦 （理 化学研究所） は梅 雨 前

線，福富 （海洋研究開発機構） は総観規模擾乱，那須

野 （海洋研究 開発機構 ） は西太平洋 モ ン ス
ー

ン に関す

る解析結果 を報告し た ．こ れ らの報告で は共通認識と

し て ，再 現性の 向上 と 共 に 高解像度 モ デル に お い て も

モ デ ル バ イアス 問題 に 取 り組む 必要性が ある こ とが示

さ れ た．会場 か ら は，衛 星 観測デ
ー

タ の 活用 に よ る ，

物理過程 まで を含 めた モ デル 検証やバ イア ス 改善の 必

要性に つ い て 意見が トが っ た、宮本 （理化学研究所）

は ， NICAM を用 い た 870　m 格子全球計算 に お ける対

流発生ポ テ ン シ ャ ル に 関す る研究成果を報告した．全

球シ ミ ュ レ ーシ ョ ン の さ ら な る高解像度化は今後推進

され る方 向 の 1 っ で ある．データハ ン ドリン グ手法 の

確立や，全球 モ デ ル として の 優位性 を踏 まえた 問題設

定は 必須 で あ る．

　全球モ デ ル の 今後 の 開発や分野間連携 に 関 し，芳村

（東京大 学大気海 洋研 究所） は，全球 1km 格子 陸面

モ デ ル プ ロ ジ ェ ク トな ど 近 年 の 動向 を 紹 介 し，社 会

学
・
情報 ⊥ 学等 を含む幅広い コ ミ ュ ニ テ ィ の育成 を呼

びか け た，野 中 （海洋研究開発機構） は，中緯度の 海

洋前線帯 に お ける大気海洋相互 作用 を例に ， 海洋の力

学変動の大気変動に及ぼ す 影響 に つ い て，最新 の 知見

と今後の期待を提示 した．高解像度化 の 効果 が 期待 で

き る ユ ニ
ーク な視点 と し て ，吉田 （海洋研究開発機

構）は ， 渦解像海洋モ デ ル を用 い た 「爆弾低気圧」 の

海洋 へ の 影響 に つ い て 事例研究の 結果 を報告した ．村

ヒ （Geophysica ］ Fluid 　Dynamics 　Laboratory
，

GFDL ）は，　 GFDL の最新の 高解像度大気海洋結合モ

デ ル を用 い た台風等極端現象 の ア ン サ ン ブ ル 予測 や 要

因分析に 関す る研究成果 と今後の取 り組 み を紹介 し

た ，ア ン サ ン ブル 数 を増 やした長期積分 は極端 に 強 い

台風 の 確率予測 が で きるな ど，計算資源の有効な活用

法 と し て，高解像度化 と共 に 期待値 が 高 い ．

　総合討論 で は，大気海洋相互作用 の 境界部分 と な る

海洋混 合層の モ デ ル で の 扱 い や，陸面 ・海 洋 の 生態

系 ， 熱帯
一
中緯度

一
極 の 遠隔相互作用な どが 幅広 く議論

さ れ ，全球高解像度 モ デル の 期待が高まる
一

方，社会

的要請 へ の多面的な対応 も重要 な議題 と な っ た ．セ ッ

シ ョ ン の 一体感 を保 つ た め の 工 夫 と して ， 「高解像度

化に よ り期待で き る こ と」， 「予想 さ れ る 問題」， な ど

に つ い て 講演者の 発表に含め て頂 い た ．こ れ に よ D，

幅広い 講 演内容 に対 し て 有機 的 な議論を誘発 す る こ と

が で きた．示峻 に 富む 講演を準備下さ っ た講演者を初

め，積極的に ご参加下 さ っ た 全 て の皆様 に 深 く感謝の

54
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意を表す る．佐藤 （東京大学大気海洋研究所）か ら の

「高解像度全球 モ デ ル を使 っ て本格的な サ イ エ ン ス を

行 う時代がや っ と来た．皆 さん の 手 で ぜ ひ 進 め て もら

い た い ，」 と い う締め括 りの メ ッ セ ージ は，本分科会

の 目指 す と こ ろ を表す もの で あ る．こ の ような議論 の

場 を今後 も設け た い ．

　　　　　　　　　 那須野智江 （海洋研 究開発機構）

　　　　　　　　　　　　 梶川義幸 （理化学研究所）

　　　　　　　　　　　 釜江陽
一

（国立環境研究所）

　　　 　　　　　　　 小玉 知央 （海洋研究開発機構）

　　　　　　　　　　　　　佐藤友徳 （北海道大学）

　　　　　　　 佐藤正樹 （東京大学大気海洋研究所）

　　　 　　　　　　　　　　　 冨田智彦 （熊本大学）

　　　　　　　　　　　　　 水 田　亮 （気象研究所）

　10．「山岳域 の 気象 ・気候および環境へ の影響」

　本 セ ッ シ ョ ン で は ，
2010年春の大会 で 企画した同名

の セ ッ シ ョ ン を継承 し，山岳域に関わる大気陸面相互

作用 か ら環境変動 まで 幅広い 分野 の 研究展望 を横断的

に議論す る事を目的として講演発表 を募集した．10件
の 応募 が あ り，日曜 日の 午前 を 使 っ て 発表 9 分，質疑

2 分 で分科会を実施 した ．気象学に留ま らない 分野横

断型 の セ ッ シ ョ ン に もか か わ ら ず，100名近 い 参 加者

で 会場 を埋 め る こ とが で き た．発表者を含 む 全参加者

に こ の 場 を借 りて お 礼を申し上 げた い ．

　前半は ， 中部山岳域を舞台と した 環境変動の視点か

ら，雪氷 圏 ・生態系 と気象 の 関係 お よ び 将来 予測 に 関

す る 6題 の 発表が あ っ た ．上 野 （筑波大学）は ， 3 大

学連携事業
“
通称 JALPS

”
の紹介 と，信州大 学 を中

心 に 実施 された古気候復元研究 お よび低気圧 通過 に 伴

い 発生 す る積雪上 の 降雨お よ び内陸で の 大雪発生 メ カ

ニ ズ ム の 紹介 を行 っ た．若月 （筑波大学） は，領域気

候モ デル シ ミ ュ レ ーシ ョ ン に よる中部山岳域 の 大気陸

面環境 の 気候変化予測実験 を 実施 し，特 に 積 雪期 間の

変化 に着目した解析結果 を示 した．青木 （富山大学）

は，立 山を中心 に 山岳大気 ・雪氷分野 に よ る観測結果

か ら山岳域 に お け る大気 エ ア ロ ゾル の 光学的特性 の 変

動特性 を報告 し た ．川瀬 （気象研〉は，衛星 観測や 立

山室堂平の積雪調査 と気象モ デル を用い た 数値実験を

組 み 合 わせ ，北ア ル プ ス に お ける近年の 積雪 の 季節変

化 と年々変動 を標高別 に 評価 し た．ま た，気候変動予

測実験 の 結果 か ら，北 アル プ ス の将来の積雪変化 と予

測 の ば ら つ き を示 した ．Noh （岐阜大学） は，森林生

態系に お け る野外温暖化実験 に 基 づ い て ， 樹木光合成

能 と 土壌呼吸特性が 温暖化 に よ り変化 す る こ と を 示

し，温暖化応答 を考慮す る こ とが モ デル に よ る将来予

測結果に影響す る こ と を示 唆した ．玉川 （岐阜大学）

は，良 く調整 さ れ た 陸面 モ デ ル に よ る山岳域の 小流域

の 100　m 格子 の データ を用 い て， ／km ス ケ ール の 年

間炭素収支 に 及 ぼ すサ ブグリ ッ ド ス ケ ー
ル の 分布の影

響を 調 べ ，日射な ど の気象要素よ り も葉面積指数の 分

布の 方 の 影響が大 きい こ とを報告した．

　後半 は ，山岳 気象 の 中で も局地風 を中心 と し た観測

結果お よ び発生 メ カ ニ ズ ム に関す る 4件の発表が行わ

れ た ．筆保 （横 浜国立大学 ） は ，山岳 で 強化 さ れ る 局

地風広戸風 の 発 生メ カ ニ ズム に つ い て再考 し ， 数値実

験や観測結果 に より仮説 を立証 した．西 （筑波大学 ）

は，関東地方 の 局地風空 っ 風 の メ カ ニ ズ ム に 関す る理

想化数値実験 を実施 し， 山岳 の 形状 と混合層 の 発達 に

伴う下向き運動量輸送 が 空 っ 風 の 形成 に 重要 で あ る こ

と を示唆 した ．三瓶 （会津大学）は，2007年 1月福島

県白河 な どで観測さ れ た 強風を数値 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン

で 再現 し，お ろし風 を伴 う山岳波が増幅 し下流に移動

し て い く過程 で ， 地表の 強風 が 発生 し た こ と を 示 唆 し

た．加藤 （筑波大学）は ， 数値 シ ミュ レ
ー

シ ョ ン と理

論解及び筑波山 に お け る 野外観測か ら，斜面温 暖帯の

形成 に は 2 つ の メ カ ニ ズ ム が 存在 し，上空 の 高温位 空

気 の 流入 だ けで は な く，冷気層の堆積 ・発達が重要で

あ る こ と を示唆 した．

　数値モ デル の 結果 を検証 す る た め の 観測値の 代表性

の問題 既存データ の ア ーカ イ ブ の 必要性 ， 陸面情報

と して の 森林 の 取 り扱 い ，モ デル に お け る安定層評

価 　な ど興味深い 論点が 示 さ れ た．当初は ， 十分な総

合討論 を計画 して い たが，本大会 で は分科会 の 数 が 増

加 した た め に 時間の制約が 発生 した ．分科会終了後 に

個別 に活発 な質疑や情報交換が交わ された事が せ めて

も の 救い で あ っ た が，分科会で総合討論 の 時間が 取 れ

な い 問題 は慢性的 の ような気 が した．国土 の 70％以上

を占め る
“
山岳

”
の 影響を受け た気象 ・気候変動に関

する研究 の 体系化 を図る うえで， こ の ようなセ ッ シ ョ

ン を今後 も定期的に 企画 して い きた い と考え て い る，

　　　　　　　　　 上野健
一

（筑波大学生命環境系）

　　　 玉 川
一

郎 （岐阜大学流域圏科学研究 セ ン タ
ー

）

　　　　　 筆保弘徳 （横浜 国立大学教育人間科学部 〉

　　　 川瀬宏明 （気象研究所環境 ・応用気象研究部〉
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