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ま え が き 

 

わが国は世界の中でも自然災害のリスクの高い国である。また、気象に関する自然災害については、

地球温暖化の影響でさらにそのリスクが高まることが懸念されている。平成 29年度を振り返ってみると、

７月には、九州北部地方で記録的な大雨となり、土砂災害、河川の氾濫、浸水害等によって、死者・行

方不明者 40名以上の人的被害が生じた。また、平成 30年１月 23日には、草津白根山（本白根山）で発

生した噴火により、１名が亡くなられた。平成 30年２月には、強い冬型の気圧配置により、北陸地方を

中心に山地に加え平野部でも記録的な大雪になり、20名以上の人的被害、住宅被害、交通障害が生じた。 

こうした激甚化する気象災害等の自然災害、地球環境問題、少子高齢化・人口減少等の社会的課題に

対して気象業務が一層貢献していくため、交通政策審議会気象分科会では、ICT技術の進展等、2030年

の科学技術を見据えた気象業務のあり方について、平成 30年１月に審議が始まった。また、気象庁では、

７月に数値予報モデル開発懇談会を開催し、現業数値予報モデル開発の強化や大学等部外研究機関との

連携の強化について検討が始まった。一方、地球環境問題においても、平成 30年２月に気候変動適応法

案が閣議決定される等、大きな動きがあった。 

このような背景のもとで、気象研究所は、気象庁及び気象研究所が社会に果たす役割への期待に応え

るべく、日々、気象業務の改善に向けた研究に励んでいる。平成 29年度においては、平成 29年７月九

州北部豪雨の発生要因（線状降水帯の形成・維持プロセス等）に関して、発生後約１週間で報道発表を

行った。また、12月には、東日本旅客鉄道株式会社との共同で開発した小型ドップラーレーダー等によ

る突風探知技術が実用化され、突風を対象とした列車運転規制の運用が世界で初めて実用化された。さ

らには、揺れから揺れを予測する震度予測手法を開発し、従来の手法と組み合わせた緊急地震速報の運

用が平成 30年３月に気象庁で開始された。 

気象研究所では、５年間の中期研究計画を５年毎に策定し、研究を効率的・効果的に推進し、成果を

広く社会に還元するよう努めてきた。平成 26年度から開始された現在の中期研究計画では、その折り返

し地点を過ぎた４年目の年である平成 29年度は着実に成果を出しながら、次期中期研究策定に向け、外

部有識者からの意見も反映し、中長期的な本庁業務改善に係る要望によるニーズ及び内外の研究開発の

分析に基づくシーズの両面から研究計画を検討した。 

この気象研究所年報には、当該年度の研究活動のトピックスのほか、気象研究所の概要、研究報告、

研究評価、刊行物、主催会議等、普及・広報活動、成果発表、受賞等、研究交流、委員・専門家等、気

象研究所における研究活動を総合的に掲載している。 

この気象研究所年報を通じて、気象研究所の活動についてより深くご理解頂くとともに、今後の一層

のご支援をお願いする。 

平成 30年３月 

気象研究所長  隈 健一 
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表紙の写真 
 
平成 29 年 7 月 5 日 15 時のレーダー強度(カラー：mm/h)とアメダスデータから解析した地上

の気温と風の分布。気温(等値線：℃)と矢羽根による風向風速。九州北部には、地表に温度傾

度帯(気温の等値線の水平間隔が混んでいる場所)が存在し、中国・四国地方付近の降水の蒸発

による冷却された空気も流入することで強化されていた。この温度傾度帯付近では、積乱雲が

次々と発生し、それらが東西に連なることで数本の線状降水帯が形成された。その中でも特に、

福岡県朝倉市・大分県日田市付近に大雨をもたらした線状降水帯を形成する積乱雲が発達して

いた。 
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緊急地震速報の技術的改善について 

～巨大地震が発生した場合の震度の予想精度の向上～ 

 

気象研究所では、重点研究として「緊急地震速報の予測精度の高度化に関する研究」に

取り組み、揺れから揺れを予測する震度予測手法の１つとして Propagation of Local 

Undamped Motion（以下 PLUM）法を開発した。この PLUM法と従来の手法と組み合わせた緊

急地震速報の運用が、平成 30年 3月より気象庁で開始された。 

「平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」において、震源位置と規模を推定し、そ

の震源と規模から各地の揺れを予想する従来手法では、震源から遠く離れた関東地方で観

測された強い揺れを精度良く予想することができず、これらの地域に対して緊急地震速報

（警報）を発表できなかった。PLUM法の導入により、巨大地震が発生した場合も、従来よ

りも精度よく緊急地震速報が発表できるようになり、強い揺れの見逃しを軽減し、震源か

ら遠い地域への警報発表が可能となる。 

図１ 従来手法と PLUM法の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ PLUM法による改善事例：「平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の場合 

左図は観測震度と実際の震央、中央図は当時警報を発表した地域、右図は PLUM法を導入 

した後の警報発表領域（シミュレーション）。従来の手法では震源域の広がりに対応でき 

なかったため、関東地方の強い揺れが予想できなかった（中央図）。PLUM法では、震源か 

ら離れた関東地方の強い揺れも予想できる（右図）。 

  

従来手法 PLUM法

震源

地震計
予想地点

地震計
予想地点

① 揺れから
震源と規模
を推定

② 震源と規模から
揺れを予測 揺れから揺れを予想
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平成 29年７月九州北部豪雨の発生要因 

～上空寒気による不安定の強化と猛烈に発達した積乱雲による線状降水帯～ 

 

平成 29年７月５日から６日にかけて、福岡県・大分県で記録的な大雨が発生した。こ

の大雨は、福岡県朝倉市・大分県日田市付近の狭い地域に集中し 24時間で 500ミリ以上

の降水量をもたらし、死者 40名・行方不明者２名※)の人的被害の他、多くの家屋の全半

壊など、甚大な被害を生じさせた。気象研究所では、顕著現象の発生要因の速やかな解明

と一般社会に向けての情報発信を目的として、この大雨の発生要因の調査結果に関する報

道発表を平成 29年７月 14日に行った。 

 

（大雨をもたらした線状降水帯の形成・維持プロセス） 

この大雨では、対馬海峡付近に停滞した梅雨前線に向かって大気下層に大量の暖かく湿

った空気が流入するとともに、上空に平年よりも気温が低い寒気が流入したため、大気の

状態が非常に不安定となっていた。このような大気状態が持続する中、九州北部にあった

地表の温度傾度帯（冷たい空気と暖かく湿った空気の境界）付近で積乱雲が次々と発生し

た。上空の寒気の影響でそれらが猛烈に発達し、東へ移動することで線状降水帯が形成・

維持され、同じ場所に強い雨を継続して降らせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※消防庁災害情報資料（平成 30 年６月１日現在） 

本事例の大雨の発生要因の概念図 
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小型ドップラーレーダーによる突風探知アルゴリズムの開発 

～民間との協力・民間への活用～ 

 

気象研究所では、突風そのものをリアルタイムかつ直接的に把握し、それに基づいた情

報提供をすることにより、突風災害の防止軽減に大きく寄与することを目指し、ドップラ

ーレーダーを利用した突風探知の研究を行ってきました。その結果、突風の実態に関して

得られた知見に基づいて、東日本旅客鉄道株式会社と共同で、小型ドップラーレーダーに

よる突風探知アルゴリズムを開発した。このアルゴリズムを活用した、冬季の山形県庄内

地域を対象とした運転規制が、東日本旅客鉄道株式会社によって、平成 29年 12月 19日か

ら開始され、突風通過前の列車の運行停止に貢献している。 

今後はより広い範囲（様々な季節・地域）への適用やフェーズドアレイレーダー※)への

機能拡大も目指すとともに、将来的には、突風の影響を受ける様々な分野での実用化や、

気象庁の監視予測技術の高度化につながると期待されている。 

 

(1) 冬季日本海側の突風に関する学術的知見の向上 

冬季に庄内平野で発生する突風の実態について、得られた知見は以下のとおり。 

・ 降水および上空に直径数㎞以下の渦を伴う 

・ 海上で発生し上陸する 

 

(2) 突風探知アルゴリズムの開発 

ドップラーレーダーを用いた突風探知アルゴリズムの概要は以下のとおり。 

・ 突風をもたらす可能性のある渦のパターンを探知 

・ 探知された渦を時間的に追跡し、渦の強さと移動速度を算出 

・ 渦がもたらすと思われる最大風速と予測進路を算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左図：小型ドップラーレーダーにより観測された積乱雲。探知された突風をもたらす可能

性のある渦を○印で表す。右図：突風探知アルゴリズムによりこの積乱雲内に探知・追跡

された、突風をもたらす可能性のある渦の位置と予測進路、予測位置。 

 

※フェーズドアレイレーダーとは、超高速 3 次元スキャンレーダー。従来のレーダーで機械的に行っ

てきたアンテナの上下方向のスキャンを電子的に行うことで、最短 10 秒で全天 3 次元観測が可能。 
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1. 気象研究所の概要                                      1.1.業務概要 
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１．気象研究所の概要 

 
１．１．業務概要 

 

気象庁の施設等機関である気象研究所では、気象庁が発表する警報や情報の精度向上を通じて国民の

安全・安心に資するよう、集中豪雨・台風・突風等の機構解明・予測、地震・津波及び火山噴火の解析・

予測、地球温暖化の監視・予測等の気象・地象・水象に関する現象の研究、並びに広範な関連技術の研

究を行っている。 

台風・集中豪雨対策等の強化に関する研究では、雲の生成過程の表現も可能な高解像度で高品質な非

静力学モデルの開発や、観測データを予測モデルに順次取り込みながら予測を行うデータ同化手法の改

良を進め、台風や局地的な大雨等の現象に対する予測精度の向上を目指している。さらに、メソアンサ

ンブル予報技術の開発により、局地的大雨等の顕著な現象に対する予測結果の誤差や信頼度を定量的に

見積もる研究等を実施している。また、レーダーなどによるリモートセンシングデータから、竜巻や突

風を伴う現象を検出するアルゴリズムの開発を行うなど、突風による被害軽減につながる研究を実施し

ており、これらを通じて、気象庁の発表する防災気象情報の質の向上を目指している。 

地震津波・火山対策の強化に関する研究では、甚大な被害が広域に及ぶ海溝沿いで発生する巨大地震

について、その地震像を素早く正確に把握する技術に関する研究を行い、巨大地震の監視・観測技術の

向上と巨大地震による地震動や津波の予測精度の向上を目指している。その中でも、切迫性が高い南海

トラフ沿いの地震については地震発生数値シミュレーションや地殻活動観測技術・解析手法の向上を図

る研究、海底地震計の緊急地震速報への利用技術の研究等を行い、地震発生に至るメカニズムの解明等

を進め、南海トラフ地震に関連する情報や地震動・津波に関する警報・予報の精度向上を目指している。

また、火山の地殻変動等の観測データや数値シミュレーション等により、地下のマグマの動きを定量的

に把握・評価し、火山活動の活発さをより的確に判断する手法に関する研究等や、気象観測技術等を用

いた火山監視の高度化に関する研究を実施し、火山噴火の予測に関する研究を推進するとともに、噴火

警報や降灰予報の精度向上を目指している。 

気候変動・地球環境対策の強化に関する研究では、様々な物理過程を組み込んだ全球気候モデルであ

る「地球システムモデル」の開発や地球温暖化による日本付近の詳細な気候変化予測を行うための地域

気候モデルの開発を通じて、地球温暖化予測研究に取り組んでいる。温暖化予測では予測結果の不確実

性の低減が急務とされており、気候モデルの改良に加え、大気化学環境やエーロゾルが気候変動に与え

る影響や予測結果の誤差の範囲等を見積もる研究、エーロゾルや温室効果気体の観測研究を実施してい

る。また、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 1次評価報告書から気象研究所の研究成果が盛

り込まれるなど IPCCの活動に積極的に参画しており、第６次評価報告書にも貢献している。 

国際的な研究活動の連携として、世界気象機関（WMO）の「世界気候研究計画（WCRP）」に参画し、「全

球エネルギー・水循環実験計画（GEWEX）」、「気候の変動性と予測可能性に関する研究計画（CLIVAR）」

や、「地球圏・生物圏国際共同研究計画（IGBP）」といった国際的な共同研究及び、「大気科学委員会（CAS）」

のワーキンググループの活動に参画している。 

その他、関係機関との連携の下、外国からの研究員や研修員を受け入れ、気候変動予測・解析や気象

観測に関する技術指導を行い、国際的な気象業務の能力向上に貢献している。 
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１．２．沿革 

 

（前身）中央気象台に研究課を設置。（昭和 17年１月） 

昭和 21 年 ２月 中央気象台分掌規程の改正に伴い、東京都杉並区において中央気象台研究部として再 

発足（気象研究所創立）。 

22 年 ４月 中央気象台気象研究所と改称。 

   31 年 ７月 運輸省設置法の改正により、中央気象台が気象庁に昇格したのに伴い、１課９研究部 

で構成される気象庁気象研究所となる。 

   33 年 10 月 総務部を新設し、会計課と研究業務課を設置。 

     35 年 ４月 高層気象研究部を台風研究部に、地球電磁気研究部を高層物理研究部に改組。 

     46 年 ４月 気象測器研究部を気象衛星研究部に改組。 

   47 年 ５月 研究業務課を廃止し、総務部の外に企画室を設置。 

   49 年 ４月 地震研究部を地震火山研究部に改組。 

   55 年 ６月 筑波研究学園都市に移転。 

   62 年 ５月 高層物理研究部と気象衛星研究部を廃止し、気候研究部と気象衛星・観測システム研 

究部を新設。 

平成  ９年 ４月 応用気象研究部を環境・応用気象研究部に改組。 

   13 年 １月 中央省庁の再編に伴って国土交通省が設置され、気象庁は同省の外局となる。 

   25 年 ５月 物理気象研究部、海洋研究部、地球化学研究部を廃止し、研究総務官、研究調整官、 

海洋・地球化学研究部を新設。 

   26 年 ４月 地震火山研究部を廃止し、地震津波研究部と火山研究部を新設。 
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１．３．組織・定員 

 

気象研究所は、「気象業務に関する技術に関する研究を行う（国土交通省組織令第 235条）」ことを任

務として設置されている気象庁の施設等機関である。気象研究所の内部組織として、８研究部が設置さ

れており、各研究部は２～６の研究室で構成されている。また、研究を側面から支援する部門として総

務部と企画室が設置されている。 

平成 29年度における気象研究所の定員は、指定職１名、行政職 32名、研究職 146名の計 179名であ

る。 

 

 

気象庁 

  気象研究所（施設等機関） 

    研究総務官 

    研究調整官 

    企画室 

総務部 

総務課 

会計課 

予報研究部            （４研究室）  

気候研究部            （６研究室）  

台風研究部            （２研究室）  

環境・応用気象研究部       （５研究室）  

気象衛星・観測システム研究部  （４研究室） 

地震津波研究部         （４研究室）  

火山研究部           （３研究室）  

海洋・地球化学研究部     （４研究室）  
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1）平成 29年 6月 30日まで、2）平成 29 年 10月１日から、3）平成 30年１月 31日まで、 

4）平成 29年 12月 31日まで 

１．４．職員一覧 

 

気象研究所 所 長： 隈 健一 

 

    研究総務官： 齊藤和雄 

 

    研究調整官： 竹内義明 1）、大野木和敏 2） 

 

企画室 室   長： 安田珠幾 

    研究評価官： 岡部 来 

    課 長 補 佐： 笹川 悠 

    調 査 官： 村上喜章、高橋 馨 

    管 理 係： 西尾友利（係長）、津島俊介、小野寺悠、下川 淳、手島大地、川又 幸 

    評 価 係： 小野景子（係長） 

    業 務 係： 中山賢一（係長） 

 

総務部 部   長： 内田正治 

総務課 課   長： 小林雄二 

    課 長 補 佐： 川上弘海 

    調  査  官： 高松美帆 

    庶 務 係： 岡見久美子（係長）、山田広樹 

    人 事 係： 伊藤智子（係長）、浦川翔平 

会計課 課   長： 沖田克美 

    課 長 補 佐： 小山昌一 

    調  査  官： 原田敏文 

    主 計 係： 綿井正典（係長）、黒沼邦夫 3） 

    出 納 係： 尾瀬三千代（係長）、市塚香苗 4） 

    用 度 係： 岡田孝文（係長）、遠藤智美、近藤尚人 

    施 設 係： 平 秀美（係長） 

 

予報研究部 部 長： 小泉 耕 

第一研究室： 山田芳則（室長）、吉村裕正、林 修吾、橋本明弘、伊藤純至 

第二研究室： 瀬古  弘（室長）、川畑拓矢、大塚道子、堀田大介、澤田洋平、横田 祥 

第三研究室： 清野直子（室長）、益子 渉、津口裕茂、荒木健太郎 

第四研究室： 財前祐二（室長）、折笠成宏、田尻拓也 

  

気候研究部 部 長： 尾瀬智昭 

第一研究室： 行本誠史（室長）、川合秀明、新藤永樹、吉田康平、楠 昌司、黒田友二 

第二研究室： 高槻 靖（室長）、高谷祐平、今田由紀子、齊藤直彬 

第三研究室： 小畑 淳（室長）、山崎明宏、石田春磨、工藤 玲 
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第四研究室： 石井正好（室長）、村崎万代、水田 亮、遠藤洋和 

第五研究室： 仲江川敏之（室長）、小林ちあき、原田やよい、釜堀弘隆 

第六研究室： 保坂征宏（室長）、谷川朋範、庭野匡思 

 

台風研究部 部 長： 青梨和正 

第一研究室： 中川雅之（室長）、和田章義、石橋俊之、山口宗彦、小田真祐子 

第二研究室： 岡本幸三（室長）、小山 亮、入口武史、柳瀬 亘、嶋田宇大、沢田雅洋 

 

環境・応用気象研究部 部 長： 高薮 出 

第一研究室： 眞木貴史（室長）、直江寛明、関山 剛、大島 長、近藤圭一 5） 

第二研究室： 田中泰宙（室長）、山本 哲、志藤文武 

第三研究室： 佐々木秀孝（室長）、村田昭彦、川瀬宏明、野坂真也 

第四研究室： 五十嵐康人（室長）、梶野瑞王、足立光司、川端康弘 

第五研究室： 毛利英明（室長）、北村祐二、水野吉規、守永武史 

 

気象衛星・観測システム研究部 部 長： 鈴木 修 

第一研究室： 石元裕史（室長）、上清直隆、太田芳文 

第二研究室： 小司禎教（室長）、足立アホロ、南雲信宏 

第三研究室： 永井智広（室長）、酒井 哲、吉田 智 

第四研究室： 楠 研一（室長）、足立 透、猪上華子 

 

地震津波研究部 部 長： 橋本徹夫 

第一研究室： 勝間田明男（室長）、田中昌之、宮岡一樹 

第二研究室： 小林昭夫（室長）、西宮隆仁、安藤 忍、弘瀬冬樹、藤田健一、溜渕功史 

第三研究室： 干場充之（室長）、小木曽 仁、小寺祐貴 

第四研究室： 山本剛靖（室長）、中田健嗣、対馬弘晃 

 

火山研究部 部 長： 山里 平 

第一研究室： 山本哲也（室長）、高山博之、鬼澤真也、長岡 優、奥山 哲（札幌分室）、岡田 純

（仙台分室）、川口亮平（東京分室）、森 健彦（福岡分室） 

第二研究室： 德本哲男（室長）、新堀敏基、佐藤英一、石井憲介 

第三研究室： 高木朗充（室長）、谷口無我、福井敬一 

 

海洋・地球化学研究部 部 長： 堤 之智 

第一研究室： 山中五郎（室長）、中野英之、豊田隆寛、坂本 圭、浦川昇吾 

第二研究室： 辻野博之（室長）、藤井陽介、碓氷典久、広瀬成章 

第三研究室： 石井雅男（室長）、小杉如央、遠山勝也、小野 恒 

第四研究室： 松枝秀和（室長）、澤  庸介、坪井一寛、丹羽洋介  

 

 

 

5）平成 29年度 12月１日から 
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１．５．予算 

 

平成 29年度における気象研究所予算の総額は約 29億円であり、このうち国土交通省本予算によるも

のは約 25億 9千万円であった。 

研究経費の予算別内訳と最近５年間（平成 25年度～29年度）の推移 
 

平成 29 年度においては、他省庁予算として、環境省の地球環境保全等試験研究費（49 百万円）およ

び放射能調査研究費（64百万円）による研究を実施した。（下表：研究の区分参照） 

さらに、環境再生保全機構より環境研究総合推進費（66 百万円）、日本学術振興会より科学研究費助

成事業（132百万円）の助成を受けている。  
 

研究の区分 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

重点研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14件  

      
一般研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件  

      
地方共同研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5件  

  

若手研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1件  

  

他省庁予算による研究  

 環境省  

  地球環境保全等試験研究費による研究 ・・・・・・・・ 4件  

  放射能調査研究費による研究 ・・・・・・・・・・・ 1件  

共同研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65件  

環境研究総合推進費による研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7件  

科学研究費助成事業による研究（研究代表者として実施している研究課題） ・ 48件  

（研究分担者として実施している研究課題） ・ 34件  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補正予算

環境研究総合推進費

科学研究費助成事業

他省庁等予算

（項）気象研究所

（単位：百万円）
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２．研究報告 

 
２．１．研究課題 

 

本節には、気象研究所が平成 29年度に実施したすべての研究について、研究区分（または外部資金）

ごとに分類し、研究課題名を掲載している。 
 
重点研究・一般研究 

重点研究は、中期研究計画の５年間（平成 26 年度開始）に達成すべき研究目標を見据え、５年以内

に業務化のめどをつける問題解決型の研究・技術開発である。また、一般研究は、５年～10年後をめど

とした実用化をめざす基盤的な研究・技術開発である。平成 29年度は、次の 20課題を実施した。 
 

（Ａ）「台風・集中豪雨等対策の強化」分野 

課題区分 研究課題 研究期間 代表研究部 

重点研究 
（A1）メソスケール気象予測の改善と防災気

象情報の高度化に関する研究 
H26～H30 予報研究部 

重点研究 
（A2）顕著現象監視予測技術の高度化に関す

る研究 
H26～H30 

気象衛星・観測システム

研究部 

重点研究 
（A3）台風の進路予報・強度解析の精度向上

に資する研究 
H26～H30 台風研究部 

重点研究 
（A4）沿岸海況予測技術の高度化に関する研

究 
H26～H30 海洋・地球化学研究部 

一般研究 
（a5）大気境界層過程の乱流スキーム高度化

に関する研究 
H26～H30 環境・応用気象研究部 

 
（Ｂ）「地震・津波・火山対策の強化」分野 

課題区分 研究課題 研究期間 代表研究部 

重点研究 
（B1）緊急地震速報の予測手法の高度化に関

する研究 
H26～H30 地震津波研究部 

重点研究 
（B2）地震活動・地殻変動監視の高度化に関

する研究 
H26～H30 地震津波研究部 

重点研究 （B3）津波の予測手法の高度化に関する研究 H26～H30 地震津波研究部 

重点研究 
（B4）大規模噴火時の火山現象の即時把握及

び予測技術の高度化に関する研究 
H26～H30 火山研究部 

重点研究 
（B5）地殻変動観測による火山活動評価・予

測の高度化に関する研究 
H26～H30 火山研究部 

重点研究 

（B6）南海トラフ沿いのプレート間固着状態

監視と津波地震の発生状況即時把握に関する

研究 

H28～H32 地震津波研究部 

重点研究 
（B7）火山ガス観測による火山活動監視・予

測に関する研究 
H28～H32 火山研究部 
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（Ｃ）「気候変動・地球環境対策の強化」分野 

課題区分 研究課題 研究期間 代表研究部 

重点研究 
（C1）気候モデルの高度化と気候・環境の長

期変動に関する研究 
H26～H30 研究調整官 

重点研究 
（C2）季節予報の高度化と異常気象の要因解

明に関する研究 
H26～H30 気候研究部 

重点研究 
（C3）地球環境監視・診断・予測技術高度化

に関する研究 
H26～H30 環境・応用気象研究部 

一般研究 
（c4）放射収支の監視システムの高度化と気

候変動要因解明に関する研究 
H26～H30 気候研究部 

一般研究 
（c5）雪氷物理過程の観測とモデル化による

雪氷圏変動メカニズムの解明 
H26～H30 気候研究部 

一般研究 
（c6）大気海洋結合データ同化システムの開

発に関する研究 
H26～H30 研究調整官 

一般研究 （c7）海洋モデルの高度化に関する研究 H26～H30 海洋・地球化学研究部 

一般研究 
（c8）環境要因による局地気候変動のモデル

化に関する研究 
H26～H30 環境・応用気象研究部 

 
 
地方共同研究 

地方共同研究は、気象業務の現場において取り組むべき研究課題について、気象研究所と気象官署が

共同して行う研究である。地方共同研究により、気象業務の現場における潜在的なニーズを的確にとら

え、気象研究所の研究方針や内容に適宜反映させることによって、気象業務の高度化に貢献する。また、

研究活動を通じて気象研究所と気象官署の連携を強化し、気象官署における調査業務の支援を図るとと

もに、職員の資質向上にも貢献する。平成 29年度は、次の５課題を実施した。 
 

研究課題 研究期間 実施官署 担当研究部 

沖縄地方（島嶼部）における荒

天時地動ノイズの特性調査と

震源自動決定処理への応用 

H28～H29 
沖縄気象台、石垣島地方気象台、

宮古島地方気象台、南大東島地方

気象台 

地震津波研究部 

気象レーダーを用いた噴煙の

汎用的解析手法に関する研究 
H29～H31 鹿児島地方気象台 火山研究部 

積雪変質モデルを用いた積雪

層に関する研究 
H29～H30 

東京管区気象台、宇都宮地方気象

台、長野地方気象台、富山地方気

象台、岐阜地方気象台、 

予報研究部、気

候研究部 

立山カルデラ新湯周辺の火山

活動と水位変動に関する調査 
H29 富山地方気象台 火山研究部 

事例解析・比較及び数値実験に

よる大雨の調査 
H29～H30 広島地方気象台 予報研究部 
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若手研究 
若手研究は、気象研究所内の若手研究者が革新的研究テーマに挑戦して実施する萌芽的研究である。

平成 29年度は、次の１課題を実施した。 
 

研究課題 研究期間 担当研究者 

火山性流体採取法における技術的検討 H29 
火山研究部 

谷口 無我 

 
 
他省庁予算による研究 

他省庁予算による研究は、国土交通省以外の省庁が運用する制度のもとで実施する研究である。平成

29年度は、次の５課題を実施した。 
 
（１）地球環境保全等試験研究費による研究（環境省） 

地球環境保全等試験研究費は、地球環境問題のうち、地球温暖化分野を対象として、各府省が中長期

的視点から計画的かつ着実に関係研究機関において実施すべき研究に活用される経費である。 
 

研究課題 研究期間 

分光日射観測とデータ同化によるエアロゾル・雲の地表面放射収支に与え

る影響監視に関する研究 
H26～H30 

南鳥島における多成分連続観測によるバックグラウンド大気組成変動の

高精度モニタリング 
H26～H30 

民間航空機による温室効果ガスの３次元長期観測とデータ提供システム

の構築 
H28～H32 

光吸収性エアロゾルの監視と大気・雪氷系の放射収支への影響評価 

－地球規模で進行する雪氷圏融解メカニズムの解明に向けて－ 
H29～H33 

 
 

（２）放射能調査研究費による研究（環境省） 

放射能調査研究費は、放射能・放射線に対する国民の安全を確保し、安心感を醸成するため、環境中

の天然放射能、及び核爆発実験、原子力施設、投棄された放射性廃棄物等からの人工放射能の環境放射

能レベルに関する調査研究を目的とする研究に活用される経費である。 
 

研究課題 研究期間 

人工放射性核種のバックグラウンド大気監視と数値解析に関する研究 H27～H31 
 
 
共同研究 

共同研究は、気象研究所が、その所掌事務と密接に関連する事項について、気象庁以外の者と共同し

て行う調査及び研究である。平成 29年度は、次の 65課題を実施した。 
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共同研究区分 研究課題名 相手機関 

統合的気候モデ

ル高度化プログ

ラム 

統合的気候変動予測 気象業務支援センター 

気候モデルを用いた気候変動再現実験のマルチモ

デル比較 
東京大学大気海洋研究所 

ポスト「京」重点

課題 

ポスト「京」重点課題④「観測ビッグデータを活用

した気象と地球環境の予測の高度化」に関わる革新

的な数値天気予報と被害レベル推定に基づく高度

な気象防災の開発 

海洋研究開発機構 

気候変動適応技

術社会実装プロ

グラム（SI-CAT） 

「気候変動適応技術社会実装プログラム（信頼度の

高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウン

スケーリング技術の開発）」に関わる近未来予測及

び海洋ダウンスケーリング手法の開発 

海洋研究開発機構 

「気候変動適応技術社会実装プログラム（信頼度の

高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウン

スケーリング技術の開発）」に伴う超高解像度ダウ

ンスケーリング技術の確立・汎用化 

海洋研究開発機構、防災科

学技術研究所 

戦略的創造研究

推進事業 CREST 

ビッグデータ同化による局地的豪雨予測のための

数値天気予報に関する研究 
理化学研究所 

「サステイナブル漁業に向けたデータ指向型リア

ルタイム解析基盤の開発」における On-Spotデータ

同化手法の開発 

海洋研究開発機構 

地球環境変動観

測ミッション

（GCOM） 

地上放射観測網からの GCOM-C 大気プロダクト検

証データの提供 
宇宙航空研究開発機構 

改良粒子散乱モデルを用いた氷雲・エアロゾル解析

手法の開発 

降水観測ミッシ

ョン（PMM） 

GSMaP とアンサンブル予測を利用した顕著現象

の監視から予測までの包括的プロダクトの開発 

宇宙航空研究開発機構 

台風の暖気核形成への潜熱加熱の寄与の評価 
TRMM 統計から求められたマルチレジーム物理量

PDF を用いた、次世代 MW 降水アルゴリズム 
GPM 及び GSMaP データを用いた台風強度の統計

予報モデルの開発 

地球観測研究公

募に関する共同

研究 

衛星シミュレーションを用いた、雲・降水域データ

の同化及び相互検証に関する研究 

宇宙航空研究開発機構 

TRMM,GPM 統計から求められたマルチレジーム

物理量 PDF を用いた、次世代 MWI 降水アルゴリ

ズム 

静止気象衛星ひまわり８号エアロゾルプロダクト

によるデータ同化を用いた準リアルタイムエアロ

ゾル予測システムの構築 
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共同研究の区分 研究課題名 相手機関 

陸域観測技術衛

星（ALOS-2） 

干渉 SAR 手法を用いたプレート間固着による定常

的な地殻変動の検出 
宇宙航空研究開発機構 

NEDO太陽光 電力系統出力変動対応技術研究開発事業 東京大学生産技術研究所 

雪氷防災実験棟

利用公募に関す

る共同研究 

積雪粒径測定手法の相互比較実験（その３） 防災科学技術研究所 

つくば産学連携

強化プロジェク

ト 

季節予報の精度向上と予測情報の社会発信 筑波大学 

UAE降水強化プロ

ジェクト 
意図的・非意図的気象改変に関する研究 名古屋大学 

 
・その他の共同研究 
研究課題名 相手機関 

気象レーダーを活用した火山噴煙に関する研究 鹿児島大学 
アンサンブル予報による顕著現象の予測可能性研究 筑波大学計算科学研究センター 
エアロゾルモデルの高度化研究 理化学研究所 
衛星搭載３次元風観測ドップラーライダ開発・利用に関する研究 情報通信研究機構 
気候システムの形成と変動に係わる諸過程の研究 筑波大学 
Jcup と Scup を統合したカップラーの開発 高度情報科学技術研究機構 
領域気候モデルを活用したメッシュ気象データの精度向上 海洋研究開発機構 
４次元変分法データ同化システムを用いた高分解能海洋再解析 海洋研究開発機構 
SSR モード S 気象データによる数値予報の精度向上と航空機の

安全運航に関わる気象予測情報の高度利用に関わる研究 
電子航法研究所 

領域気候モデルの比較を通じた我が国の温暖化予測の精度向上

及び電力設備の温暖化影響評価 
電力中央研究所 

GOSAT-2 のデータ解析システム開発に関する研究 国立環境研究所 
海洋生態系モデルの社会的利用に向けた海洋生態系同化モデル

の開発 
北海道大学 

地形が大気境界層における拡散現象に及ぼす影響の研究 龍谷大学 
フェーズドアレイ気象レーダーによる顕著現象の探知に関する

基礎研究 
情報通信研究機構 

GNSS データと地震計データを用いた断層すべり推定に関する

研究 
国土地理院 

東海地域における弾性波アクロスを用いた地殻状態変化検出に

関する研究 
名古屋大学、静岡大学 

民間航空機を用いた温室効果ガス観測に関する研究 
国立環境研究所、日本航空株式会

社、株式会社ジャムコ、JAL 財

団 
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研究課題名 相手機関 

エアロゾルモデルのモジュールの開発と検証に関する共同研究 東京大学、名古屋大学 
南海トラフ沈み込み帯におけるゆっくりすべりに関する共同研

究 
京都大学防災研究所、東北大学 

海洋大循環モデル COCO,RIAMOM,kinaco,OFES,MRI.COM の

開発・改良共有基盤の構築 
東京大学、九州大学、北海道大学、

海洋研究開発機構 
プレート境界の海底地震活動に関する共同研究 東海大学 

南九州の活動的火山の災害軽減に関する共同研究 
京都大学防災研究所、防災科学技

術研究所、気象庁地震火山部 
北太平洋深層循環における東西経路の解明 東京大学大気海洋研究所 
現地観測と気象予報モデルの連携による極域気候システムの動

態の解明 
情報・システム研究機構 

大雨や大雪をもたらす降水雲・降雪雲の観測的数値的研究 北海道大学 

避雷飛行支援システムの研究開発 
宇宙航空研究開発機構、海上・港

湾・航空技術研究所 
静止海色衛星による海表面塩分の高時空間分解能観測データセ

ットを用いた日本沿岸モデルの再現性検証 
神戸大学 

水蒸気のリモートセンシングに関する研究開発 情報通信研究機構 
なだれ予測の精度向上に資する積雪変質モデルの基礎的研究 防災科学技術研究所 
稠密地上気象観測と数値モデルによる降雪雲の微細構造に関す

る研究 
酪農学園大学 

バイオエーロゾル放出源を考慮したエーロゾルモデルの高度化 茨城大学、国立環境研究所 
南鳥島におけるハロカーボン類のモニタリング 国立環境研究所 
台風解析・予報の高度化に資する台風発生の環境要因の解析及び

メカニズム推定 
横浜国立大学、気象庁予報部 

高精度センシング技術を用いた、列車運行判断のための災害気象

の監視・予測手法の開発 
東日本旅客鉄道株式会社 

箱根山における多項目観測データを活用した総合的火山活動評

価に関する研究 
神奈川県温泉地学研究所 

火山ガス等の化学的手法と物理観測データに基づく火山活動評

価研究 
東海大学 

古気候の形成とその変動に係わる諸過程の研究 京都大学 
傾斜・ひずみデータを活用したスロー地震解析等に関する研究 防災科学技術研究所 
東京都区部における豪雨等に対する水蒸気の影響評価 東京都環境科学研究所 
積雪地域における雲の放射影響の研究 北見工業大学 
超高解像度物理モデルへの放射伝達過程組み込みにおける最適

放射計算手法の調査 
兵庫県立大学 

領域モデルを用いた長期再解析に関する研究 東北大学 
ひまわり８号大気追跡風を用いた台風強化プロセスに関する研

究 
富山大学 

粒子画像解析に基づく乱流計測技術に関する研究 国立環境研究所 
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環境研究総合推進費による研究（環境省） 

環境研究総合推進費は、研究活動による科学的知見の集積や科学的側面からの支援等を通じ、オゾン

層の破壊や地球温暖化など、数々の地球環境問題を解決に導くための政策に貢献・反映を図ることを目

的とした研究に活用される経費である。H29 年度からは環境再生保全機構交付の個人補助金となった。 
 

研究課題 研究期間 

SLCP の環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進 H26～H30 
歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評価 H27～H29 
地球温暖化に伴う気候変動と日本・東アジア域の降水現象の変化に関する

研究 
H27～H29 

多様な環境影響評価に資する風送エアロゾル濃度分布情報提供システム

の構築 
H27～H29 

PM2.5 の成分組成、酸化能、呼吸器疾患ハザードとそのモデル予測に関す

る研究 
H28～H30 

地球温暖化に関わる北極ブラックカーボンとダスト粒子の動態と放射効

果 
H29～H31 

温室効果ガスの吸排出量監視に向けた統合型観測解析システムの確立 H29～H31 
 
 
科学研究費助成事業による研究 

科学研究費助成事業（科研費）は、人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野で、独創的・先駆

的な研究を発展させることを目的として文部科学省、日本学術振興会により制度化されている研究助成

費であり、研究者が計画する学術研究に対して、ピア・レビュー（専門分野の近い複数の研究者による

審査）が行われ、重要と認められた計画に助成される「競争的研究資金」である。 
なお、科研費は個人としての研究者に交付されるものであるが、研究者が所属する研究機関が、科研

費について管理・諸手続を研究者に代わって行うことと定められている。 
 

【研究代表者として実施している研究課題】 

課題区分 課題名 研究期間 

新学術領域研究 
(研究領域提案型) 

太陽活動が海洋変動と気候に与える影響の解明 H28～H29 
黒潮再循環域の表層・亜表層における生物地球化学的循環の解

明 
H28～H29 

基盤研究(A) 
降水によるエアロゾル発生現象：大気-森林相互作用の新展開 H29～H31 
水蒸気稠密観測システムの構築による首都圏シビアストームの

機構解明 
H29～H31 

基盤研究(B) 

実時間地震動予測：実況値を反映させる手法の構築 H25～H29 
太陽活動の北極振動への影響とメカニズムの解明 H26～H29 
マルチスケール大気放射モデルを用いた全球雲解像放射エネル

ギー収支の定量化 
H27～H29 

冬季関東を巨大チャンバーに模した、ＣＣＮ生成過程に関する

研究 
H27～H31 
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基盤研究(B) 

機動的海洋気候変動研究に資する海洋モデル駆動用リアルタイ

ムデータセットの構築 
H27～H30 

熱帯太平洋観測システム効率化への成長擾乱・時空間変動特性

の利用に関する研究 
H27～H30 

偏波・フェーズドアレイレーダー統合システムを利用した積乱

雲電荷構造の超高速解析 
H27～H30 

アンサンブルデータ同化のための最適摂動手法に関する研究 H28～H31 
揺れの数値予報：広帯域時刻歴波形のリアルタイム予測 H29～H32 
粒子フィルタを用いた積乱雲の発生・発達に関する不確実性の

解明 
H29～H31 

離散雲の三次元分布、微物理・光学特性の観測と地上日射への

三次元放射効果の実態解明 
H29～H31 

首都圏の突発的・局地的豪雨の解明に向けた次世代都市気象予

測システムの開発 
H29～H32 

基盤研究(C) 

二重偏波レーダーによる豪雨の高精度直前予測手法の開発 H27～H29 
台風強度予測精度向上のための台風強化停止プロセスの解明 H27～H29 
数値予報精度改善に向けた、衛星搭載風ライダーのシミュレー

ションと同化に関する研究 
H27～H29 

雲解像モデルのアンサンブルに基づく同化システムを用いた台

風発生過程の解明 
H27～H29 

二重偏波レーダーと数値シミュレーションを用いたスーパーセ

ル竜巻の前兆現象の解明 
H27～H29 

台風及び非台風降水の地球温暖化による変化予測 H28～H30 
階層的なモデルの比較を通じた台風強度の理解 H28～H30 
氷粒子の多様性を考慮したバルク法雲微物理モデルの設計と構

築 
H28～H30 

発生初期における巻雲の氷晶発生・成長機構解明に関する実験

的研究 
H28～H30 

トレーサー濃度と気象観測値の同時データ同化による移流拡散

シミュレーション高精度化 
H29～H32 

偏光情報を用いた積雪物理量の計測技術開発と衛星データによ

る雪氷圏監視システム 
H29～H31 

火山ガス成分と火山物理の融合的観測・分析による火山活動度

の評価の研究 
H29～H31 

観測情報の拡充による全球大気予測の高度化に関する研究 H29～H32 

挑戦的研究(萌芽) 
日射影響を受けない新たな地上気温観測手法による気候変動検

出精度向上技術の開発 
H29～H31 

若手研究(A) 
全球エアロゾル化学気候モデルの開発と黒色炭素粒子の放射効

果の高精度評価 
H26～H29 

若手研究(B) 
中部山岳域における積雪分布と積雪構造の把握，及び地球温暖

化に伴う積雪変化予測 
H26～H29 
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若手研究(B) 

気候モデルによるアンサンブル季節予報を用いた極端異常気象

予測 
H26～H29 

リアルタイム津波予測に向けた沿岸の津波伝播特性の補正法の

高度化 
H27～H29 

海底熱源が作る深層循環 3 次元構造の解明と物質循環への影響 H27～H30 
気候に影響を与える光吸収性有機エアロゾルの個別粒子解析に

関する研究 
H28～H30 

次世代データ同化とアンサンブルシミュレーションによる積乱

雲の発生・発達機構の解明 
H28～H30 

薄氷から厚氷までの全海氷データ同化による北極海熱・水輸送

解析と気候変動予測の改善 
H28～H31 

巨大アンサンブルデータ同化を基としたマルチスケールデータ

同化手法の開発 
H28～H30 

次世代極域気候モデル開発と広域観測によるグリーンランド氷

床質量損失メカニズム解明 
H29～H30 

超高密度観測網に基づく地震動即時予測に向けて：機械学習に

よる地震波の自動識別 
H29～H31 

フェーズドアレイレーダーを用いた台風環境下における竜巻発

生メカニズムの解明 
H29～H32 

首都圏の高精度雨雪判別手法確立に向けた降雪機構の実態解明 H29～H31 
西太平洋―インドモンスーンと台風の変動メカニズムの解明 H29～H32 
超高解像度陸面データ同化システムの開発 H29～H31 

研究活動スタート支

援 
背景誤差共分散のモデル空間直接局所化による遠隔・高密度観

測データの LETKF 同化 
H29～H30 

特別研究員奨励費 
高解像度全球予報システムによる成層圏界面上昇現象のメカニ

ズム及び予測可能性の解明 
H28～H30 

国際共同研究加速基

金 
孤立峰における雲風洞を用いたエアロゾル・雲相互作用に関す

る研究 
H29～H31 

 

 

【研究分担者として実施している研究課題】 

課題区分 研究課題 研究期間 
特別推進研究 グローバル水文学の新展開 H28～H32 
新学術領域研究 
（研究領域提案型） 

太陽周期活動の予測とその地球環境影響の解明 H27～H31 

基盤研究(S) 
過去 120 年間におけるアジアモンスーン変動の解明 H26～H30 
豪雨と暴風をもたらす台風の力学的・熱力学的・雲物理学的構

造の量的解析 
H28～H32 

基盤研究(A) 
東アジアの人為起源エアロゾルの間接効果 H26～H29 
熱帯大気海洋系変動と日本の異常天候に関する数値的研究 H26～H29 
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基盤研究(A) 

エアロゾル地上リモートセンシング観測網による数値モデルの

気候変動予測の高度化 
H27～H31 

次世代積雪物理量測定技術開発と精密積雪物理モデルに基づく

雪氷圏変動監視手法の確立 
H27～H31 

等温位/等密度座標に基づく大気/海洋大循環の解析 H27～H31 
海峡力学過程の統合と解剖 H28～H32 
日本周辺の海面水温場が局所的な豪雨・豪雪の予測可能性に与

える影響の定量的評価 
H28～H31 

遠隔操作の多項目観測による西之島形成プロセスの解明 H28～H30 
近年のグリーンランド氷床表面の暗色化と急激な表面融解に関

する研究 
H28～H31 

熱帯域における成層圏－対流圏力学結合過程 H29～H31 
結合データ同化システム開発の方法と応用 H29～H33 
大気エアロゾルが雲・降水過程に及ぼす影響解明に関する研究 H29～H31 

基盤研究(B) 

衛星搭載アクティブ・パッシブセンサーデータの複合利用によ

る全球エアロゾル解析 
H27～H29 

大気中アルゴン濃度の超高精度観測に基づく気候システム温暖

化のモニタリング 
H27～H29 

階層ベイズモデルを用いたリアルタイム津波予測の高正確度・

高精度化に関する研究 
H27～H30 

エアロゾル複合分析と個別粒子解析に基づくアジア低緯度域の

粒子混合状態の解明 
H28～H30 

アジアのオゾン汚染の実態把握と越境汚染の影響評価：衛星観

測と化学輸送モデルの比較 
H28～H30 

降水時の爆発的火山噴火に関するレーダ気象学的研究 H28～H31 
南西諸島とフィリピンのドップラーレーダーを用いた台風の構

造と強度の関係解明 
H28～H30 

海洋バクテリアの長期炭素隔離機能に対する海洋酸性化の影響

評価 
H28～H30 

次世代静止気象衛星と数値モデルを融合したエアロゾル統合研

究の新展開 
H28～H31 

C 帯偏波フェーズドアレイ気象レーダのシステムデザイン H29～H32 
寒冷渦が竜巻・突風現象発現の予測可能性に与える定量的評価 H29～H32 

基盤研究(C) 

北日本における春季／夏季気温の強い負相関に関する気候学的

要因の解明 
H26～H29 

気象モデルからの雲物理過程を考慮した新積雪物理量推定手法

の開発 
H28～H30 

西岸境界流続流における組織的流れの形成メカニズムに関する

研究 
H29～H32 

日本の夏の気候を規定するチベット・オホーツク海高気圧の形

成機構 
H29～H31 
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基盤研究(C) 里山における大気汚染物質と熱の輸送・拡散過程の解明 H29～H31 

挑戦的研究(開拓) 
長基線レーザー伸縮計ネットワークによるサブミリヘルツ帯の

固体地球物理現象の探究 
H29～H31 

特別研究促進費 平成 29 年 7 月九州北部豪雨災害に関する総合的研究 H29 
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２．２． 研究年次報告 

 

本節には、気象研究所が平成 29 年度に実施した重点研究、一般研究、地方共同研究、若手研究につ

いて、課題毎に当該年度の研究計画と研究成果等を掲載した。ただし、平成 29 年度に中間評価を実施

した研究課題（１課題）については 2.3 節で、平成 29 年度に終了した研究課題（２課題）については

2.4節でそれぞれ報告する。 

 

 
２.２.１. 重点研究・一般研究  
・ A1 メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・ 23 
・ A2 顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 
・ A3 台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 
・ A4 沿岸海況予測技術の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 
・ a5 大気境界層過程の乱流スキーム高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 
・ B1 緊急地震速報の予測手法の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 
・ B2 地震活動・地殻変動監視の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 
・ B3 津波の予測手法の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 
・ B4 大規模噴火時の火山現象の即時把握及び予測技術の高度化に関する研究・・・・・・・・・ 52 
・ B5 地殻変動観測による火山活動評価・予測の高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・ 55 
・ B6 南海トラフ沿いのプレート間固着状態監視と津波地震の発生状況即時把握に関する研究・・ 58 
・ B7 火山ガス観測による火山活動監視・予測に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 
・ C1 気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・ 64 
・ C2 季節予報の高度化と異常気象の要因解明に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 
・ C3 地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70 
・ c4 放射収支の監視システムの高度化と気候変動要因解明に関する研究・・・・・・・・・・・ 75 
・ c5 雪氷物理過程の観測とモデル化による雪氷圏変動メカニズムの解明・・・・・・・・・・・ 78 
・ c6 大気海洋結合データ同化システムの開発に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 
・ c7 海洋モデルの高度化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81 
・ c8 環境要因による局地気候変動のモデル化に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83 
  
２．２．２．地方共同研究  
・ 気象レーダーを用いた噴煙の汎用的解析手法に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 
・ 積雪変質モデルを用いた積雪層に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 
・ 事例解析・比較及び数値実験による大雨の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88 
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A1 メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 小泉　耕（予報研究部　部長）

研究の目的

数値予測モデルとその初期値作成技術の高度化、顕著現象の機構解明、種々の雲の形成過程・降

水機構に関する研究を通じて、メソスケール気象予測の改善や集中豪雨・豪雪や竜巻など顕著現象

による被害を軽減するための防災気象情報の高度化など気象業務に寄与する。

副課題１　高精度高分解能モデルの開発と精度検証

副課題１の研究担当者

山田芳則、吉村裕正、橋本明弘、林 修吾、伊藤純至（予報研究部）、北村祐二（環境・応用気象

研究部）、南雲信宏（気象衛星・観測システム研究部）、齊藤和雄（研究総務官）、坂本雅巳（気

象庁予報部）、大竹秀明、宇野史睦（客員）

副課題１の目標

高精度高分解能の数値予報モデルの開発及びその精度検証を行い、激しい気象現象や積乱雲の時間

発展の再現性を向上させる。

副課題１の本年度の計画

①水平分解能が 125m, 250m, 500m, 1km, 2 km, 5 km 等の NHM による梅雨期・夏季および冬季

の再現実験を行い、降水・降雪量や地表面フラックス量、境界層の構造、乱流輸送量、日射量

予測等について異なる解像度間の比較・検証を行い、現業モデルの改良点の検討を行う。イン

パクト実験も適宜実施する。NHM による降雪予測精度については、検証方法も含めた検討を

も行う。

②引き続き、バルク法やビン法雲微物理モデルによる降水・降雪過程モデルの改良や高度化を行

う。

③引き続き、NHM の物理過程全般についての開発・改良を行う。single column モデルの利用も

検討する。

④引き続き、NHM による発雷シミュレーションモデルの結果を検証し、発雷のメカニズムの解

明をすすめる。メカニズムの解明に基づいて、発雷モデルの改良も検討する。

⑤引き続き、LES を用いた境界層モデルの改良・開発の可能性に関する検討を行う。

⑥ asuca の利用については引き続き数値予報課と調整する。

⑦引き続き、非静力学モデルの力学フレームについて開発や改良を行う。

⑧ NHM の高度化と利用促進のために、様々な状況でのモデル計算に資するための力学過程・物

理過程の最適化、外部機関での利用を念頭に置いたツールの整備を行う。

副課題１の本年度の成果

①孤立積乱雲や線状降水帯の高解像度の理想実験を開始した。線上降水帯について解像度依存性

を調べたところ、グレーゾーンとされる解像度において、地上降水量が極大となった。

②夏季熱雷事例について、水平解像度 500m とし、境界層モデル３種類（MYNN、MYNN のグ

レーゾーン対応モデル、Deardroff）を用いた場合を比較した結果、系統的な優劣はみられない

ことがわかった。

③氷粒子の温度別昇華成長量および雲粒捕捉成長量を新たな予報変数として加え、モデルが出力

する雲・降水粒子特性を精緻に診断するための機能を加えた。新しいモデルを用いて、雪崩災
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害をもたらした過去の大雪事例（那須雪崩・妙高雪崩）について水平解像度 1km の再現実験

を行い、その結果を降雪粒子観測データを用いて検証した。

④多数の夏季熱雷事例について、水平解像度 125m までの再現実験を行い、250m までは水平解

像度向上に応じてわずかながら再現性の改善することを確認した。ただし水平解像度 125m で

は 250m よりも再現性が悪化した。

⑤モデルの凍結セル体積と雷放電活動および偏波レーダ情報との比較を行い、雷放電活動高度の

低下と対置放電の増加が氷粒子体積の鉛直分布変化とよく対応していることがわかった。

⑥小さな氷晶から雪までの成長をより自然に表現可能なバルク微物理モデルを開発して、水平解

像度 1 km で予備的な実験を行った。降雪の場合には、1 〜 3 時間積算降水量は Yamada （2016）
 のモデル結果とは顕著な違いが見られなかったが、現行モデルよりもよりレーダー観測に近い

降雪分布を表現していた。また、豪雨の事例では、微物理モデルの違いが 1 〜 3 時間降水量

や降水量の空間分布に与える効果は小さいことが分かった。

⑦あられ過程で、氷晶と雪のライミング量を予報変数として、あられ形成過程で用いるモデルを

オプションとして組み込んだ。

⑧気象庁現業全球モデル最新版 GSM1705 をベースに、気象研で開発した高速化・二重フーリ

エ級数オプション・非静力学オプションを導入した。更に地球シミュレータ向けに最適化を行

った。高速化等の情報を本庁に提供した。

副課題２　高解像度データ同化とアンサンブル予報による短時間予測の高度化

副課題２の研究担当者

瀬古 弘、川畑拓矢、大塚道子、堀田大介、澤田洋平、横田 祥、荒木健太郎、小泉 耕（予報研究部）、

岡本幸三（台風研究部）、小司禎教（気象衛星・観測システム研究部）、齊藤和雄（研究総務官）、

幾田泰酵、江河拓夢、國井 勝（気象庁予報部）、露木 義（気象大学校）、伊藤耕介、大泉 伝、Le 
Duc、福井 真（客員）

副課題２の目標

高解像度データ同化技術の開発やアンサンブル手法を用いて、顕著気象等の短時間予測精度を向

上させるとともに、確率論的予測を行って極端シナリオの抽出法や利用法等を提案する。

副課題２の本年度の計画

①引き続き、Hybrid-4DVar の開発と LETKF システムの局所化や海洋結合等の高度化、EnVar の
開発を行う。超高解像度 4D-VAR システムの開発、粒子フィルタについての情報取集を行う。

②引き続き、2 重偏波レーダーや静止衛星のラピッドスキャン等の新規の同化技術の開発を行う。

同化技術の開発に利用する現業メソ同化サイクル実験システムの移植を開始する。

③引き続き、シナリオ予測の高度化・確率密度を用いた各種気象要素の量的予報の高度化、観測

インパクト実験や観測システムシミュレーション実験を行う。

副課題２の本年度の成果

①新しいデータ同化手法の研究（ハイブリッド同化や EnVAR など）

 ・ 前年度に開発した、観測局所化を用いた EnVAR と LETKF の統合システムに、EnVAR のイテ

レーションの中で予報を繰り返し行う 4 次元化手法を実装した。低解像度全球モデル SPEEDY
を予報モデルとする観測システムシミュレーション実験 (OSSE) を行い、80 メンバー以上でこ

れまでの EnVAR より予測精度が高くなることを確認した。

 ・ NHM を用いた粒子フィルタ（NHM-PF）の開発を開始した。これまでに、NHM アンサンブル

システム、NHM へのシステムノイズ導入、観測誤差共分散の動的推定を含むリサンプリング、

二重偏波レーダー、直接観測データ、GNSS 可降水量データの観測演算子の実装を行った。

 ・NHM-4DVAR と NHM-LETKF によるゲインハイブリッドシステムを構築した。ハイブリッド
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によるメリットについて調査中。

 ・NHM-LETKF による従来型観測のみを同化するシステムを用いて、再解析の観点から、アンサ

ンブル平均を第一推定値とする LETKF において一般的な手法の問題点を指摘し、解析からの

決定論的予報を第一推定値とする手法のメリットを示した。

 ・アンサンブルデータ同化におけるアンサンブル摂動作成手法として広く用いられているアンサ

ンブル変換の問題点を、SPEEDY-LETKF や NHM-LETKF で調査し、アンサンブル変換行列非

対角成分による摂動が大域的な構造を保持していないことを示した。

 ・アンサンブル変換行列の持つ数学的な特性を調査し、変換行列のトレース（固有値）平均値に

単位行列をかけたものでアンサンブル摂動を作成することにより、アンサンブル予報の精度が

改善することを統計的に検証した。

 ・アンサンブルカルマンフィルタによるマルチスケールデータ同化の方法として、PV inversion
を用いる方法を提案した。浅水モデルについてデータ同化実験を行い、アンサンブルメンバー

数が小さいほど、この方法が有効であることを示した。

②新しい観測データの利用または既存の観測データの利用方法の改善

 ・二重偏波レーダーデータについて、KDP を用いたリトリーバル法と偏波パラメータの直接同

化法の二種類の観測演算子を NHM-4DVAR へ組み込み、2014 年 6 月 24 日の事例について、

同化実験を行った。どちらを用いた場合でも第一推定値に対して若干の改善が見られた。

 ・ひまわり 8 号の日本域高頻度観測による大気追跡風について、高層ゾンデやプロファイラ観

測等との比較から各チャンネルのデータ特性に関して調査を行った。2016 年 6 月の寒冷渦の

事例で、JNoVA による同化実験を行い、10 分毎の高頻度でデータを利用した。風予報をウィ

ンドプロファイラ観測で検証した結果、700hPa より下層あるいは予報時刻の初期で若干の改

善がみられた。

 ・ひまわり 8 号のラピッドスキャン衛星風を同化することにより、平成 29 年 7 月九州北部豪雨

の降水強度の予測が改善すること示した。

 ・関東平野を通過した平成 27 年の降水域について、航空機の高頻度観測データである MODE-S
データの同化実験を気象研究所に移植したメソ NAPEX を用いて行った。その結果、シアライ

ンやそれに伴う降水域の用土や位置が改善することを示した。

 ・二重偏波レーダーの偏波間位相差で減衰補正した反射強度をより効果的に直接同化する手法と

して、降水が予測されていない点に大気場と相関を持つ反射強度の微小なアンサンブル摂動を

与えて同化する手法を開発した。この手法を水平解像度 1km の LETKF による同化実験（対象

事例：2012 年 5 月 6 日のつくば竜巻と 2013 年 9 月 2 日の越谷・野田竜巻をもたらした降水

システム）に適用し、反射強度の同化に伴って大気場が適切に修正されることと、それによっ

て降水の短時間予測精度が向上することを確認した。

 ・ひまわり 8 号の雲域の輝度温度同化が特に積乱雲スケールの予測精度向上に寄与できるか調査

した。観測演算子を分離した NHM-LETKF を用いて空間分解能 2km の NHM に同じく空間分

解能 2km のひまわり 8 号の赤外放射輝度を同化する実験を孤立した積乱雲が発生するような

事例に対して実施し、積乱雲スケールの解析精度・予測精度が改善されることを確認できた。

またデータ同化のスピンアップを早めるために Running-in-place 法をテストするなどして積乱

雲スケールにおける高頻度な衛星データの最適な同化法について調査を行った。

 ・ひまわり 8 号の最適雲解析（OCA）プロダクトの同化に向けて、雲水量の NHM との比較や、

推定した雲底高度のシーロメータ観測による比較などの検証を行った。平成 27 年関東・東北

豪雨の事例では、OCA から求めた疑似湿度データを NHM-LETKF によって同化する初期的な

実験を行い、下層の水蒸気の解析や降水予報にインパクトがみられた。

 ・河川－大気強結合アンサンブルデータ同化システムを構築し、河川流量観測データを同化して

大気モデルの状態量を解析できるシステムを構築した。観測システムシミュレーション実験に

より、洪水時の河川流量観測を同化することで、降水量の短時間予測の精度を向上させること

が理論上可能であることを示した。

 ・2017 年 10 月 21 日と 22 日に得られた台風第 21 号の航空機観測を JNoVA に同化するシステ

ムを構築した。
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③アンサンブル予報の高度な利用方法の検討

 ・2014 年 8 月 20 日に発生した広島豪雨について、複数のアンサンブル実験の予報シナリオに

基づく感度解析を行い、広島湾下層の北向き水蒸気フラックスが大きいほど土石流災害の発生

した広島市八木の降水量が多くなることを確認した。

 ・2012 年 5 月 6 日に発生したつくば竜巻の事例において、高分解能地上データや 2 重偏波レー

ダーのデータを同化して作成した初期値から水平解像度 50m、33 メンバーのアンサンブル実

験を行い、竜巻に対応する地表付近の渦の強さとその環境場との相関を求めた。これにより、

地上 1km のメソサイクロンが強く、地上 100m 以下の水蒸気が多いほど、数分後に竜巻が発

生しやすいことを明らかにした。また、竜巻渦の循環解析の結果から、渦の起源が竜巻の発生

にとって本質的でないことを示唆する結果を得た。

 ・2016 年 8 月 4 日につくば市で発生した非常に局地的な降水を、LETKF を用いた稠密観測デ

ータの同化によって水平解像度 1km のアンサンブル実験（300 メンバー）で再現し、降水強

度と大気場の相関関係から、強い降水が発生する時の大気場の特徴を統計的に調査した。

 ・2001 年 8 月 26 日に東京・神奈川で発生した局地豪雨事例について、メソ解析に特異ベクト

ル法による摂動を加えた雲解像モデルによる再現実験を行い、海風の侵入に伴う地表収束と対

流イニシエーションの関係を明らかにして論文にまとめた。

副課題３　顕著現象の実態把握・機構解明に関する事例解析的研究

副課題３の研究担当者

清野直子、益子 渉、津口裕茂、荒木健太郎、橋本明弘、林 修吾（予報研究部）、廣川康隆（気象

庁予報部）、青柳曉典（気象庁地球環境・海洋部）、北畠尚子（気象大学校）

副課題３の目標

　集中豪雨や竜巻等、災害をもたらす顕著現象の事例解析を行い、都市の影響も含めて実態把握・

機構解明を行う。

副課題３の本年度の計画

①過去に発生した大雨・大雪事例については、引き続き解析を行う。

②引き続き特に顕著な大雨や竜巻などが発生した場合、速やかにその発生原因を調査し、原因が

特定できた場合には報道発表を行う。

③昨年度抽出した過去 15 年分（2002 年～ 2016 年）の気象官署の突風事例について、引き続

き統計的に特徴を調査する。

④高解像度モデル用の竜巻発生ポテンシャル予測指数であるアップドラフトヘリシティについて

非スーパーセル竜巻の事例に適用した場合について調査する。

⑤南岸低気圧による関東甲信地方での降雪現象について、環境場と降水過程に着目した解析を行

う。

⑥引き続き都市キャノピースキームを導入した非静力学数値予報モデルを用い、都市が降水に及

ぼす影響とその要因の分析に取り組む。また、都市域における局地的大雨や顕著な高温事例に

ついての事例解析を進める。

副課題３の本年度の成果

①ア） 2012 年 5 月 6 日つくば市で発生した竜巻を対象にした水平解像度 10m の実験結果につ

いて、多重渦構造を中心に論文にまとめた。

　イ） 2017 年 3 月 27 日、本州南岸を通過した低気圧に伴う大雪により、栃木県那須町で表層

雪崩による災害が発生した。この大雪の事例解析の結果、3 月 27 日の大雪事例では低気圧

接近に伴い、湿潤な北～東風の強まりとともに形成された地形性上昇流が過冷却の水雲を下

層で発生させていた。この下層雲と低気圧に伴う雲からの降雪が、Seeder-Feeder メカニズム
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を通して那須岳の北～東斜面で降雪を強化し、局地的な短時間大雪をもたらしていたことが

わかった。

　ウ） 2017 年台風第 21 号の左側で発生した、西日本の強風と内陸の強雨に関して、現業メソ

解析を用いて解析を行った。下層では北陸～近畿には相当温位傾度の大きい前線帯と、それ

に沿った高渦位が見られ、その西側に北寄りの下層ジェットが生じていた。等相当温位面解

析では、この下層ジェットはほとんど上昇がなく、一方、南東～東からの高相当温位の空気

が近畿地方で上昇していたことが示された。この高相当温位空気の上昇に伴う降水とそれに

よる下層高渦位生成が、低相当温位側の下層ジェット形成に寄与したと考えられる。

② 2017 年 7 月に発生した「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」について、速やかに解析を行った。

その結果、この大雨は線状降水帯が長時間にわたって持続・停滞したことでもたらされたこと

がわかった。また、気象庁非静力学モデル (JMA-NHM) による再現・感度実験から、脊振山地

や九州北部の山地は、線状降水帯の形成にとって必要不可欠なものではなく、降水の強化や集

中化に寄与していたことを明らかにした。これらの結果については、報道発表を行った。

③ 2002 年から 2016 年までの全国の気象官署 151 地点の地上データを用いて突風の統計調査

を行った。突風率を主とした条件を課して解析した結果、25m/s 以上の突風発生日数は平均す

ると 1 年当り 0.51 日となり、ある 1 地点でみた竜巻の遭遇率が数万年に 1 度程度と言われて

いるのに対して極めて発生頻度が高いことが明らかになった。発生した突風のうち台風に伴う

ものが約半数を占めており、進行方向右前方で発生数が多く、眼の壁雲付近を含め中心近傍で

も発生していた。また、抽出された事例の約 9% が気象庁突風データベースの事例と同じ環境

場内で発生しており、その内 2012 年 5 月 6 日に河口湖で発生した突風は、つくば竜巻発生

の約 2 時間前につくば竜巻をもたらした線状の対流システムの通過の際に発生していたことが

分かった。

④ 2010 年 12 月 9 日新潟県上越市で非スーパーセル竜巻が発生した事例について、水平解像度

1km の実験を行った。その結果、竜巻が発生したストーム後方の局地前線上でアップドラフト

ヘリシティが大きくなっており、非スーパーセル竜巻に対してもアップドラフトヘリシティが

ある程度有効な指数であることが分かった。

⑤関東甲信地方で降雪時に市民から雪結晶画像を募集する「# 関東雪結晶 プロジェクト」を実施

し、2016 ～ 2017 年冬季観測結果により、市民科学による雪結晶観測の有効性を確かめ、降

雪特性の実態把握を試みた。雪結晶の撮影にはスマートフォンのカメラを採用し、ソーシャル・

ネットワーキング・サービスを用いた画像収集を行った。これにより、ごく簡易な雪結晶観測

手法を確立し、市民科学として効率的な観測データ収集を実現した。この結果、ひと冬を通し

て 1 万枚以上の雪結晶画像が集まり、そのうち解析可能なものは 73％だった。この取り組み

によって首都圏での時空間的に超高密度な雪結晶観測が実現できた。観測結果は、現象の実態

解明だけでなく、数値予報モデルの検証・改良などにも応用可能であることがわかった。

⑥首都圏における近年の短時間強雨事例のうち、2011 年 8 月 26 日と 2013 年 7 月 18 日について、

大気環境場の特徴と都市の効果を、観測データと数値実験から調べた。2km 格子の NHM に都

市キャノピースキーム SPUC を用い、関東域を現実的な都市設定とした数値実験では、仮想的

に建物効果を少なくしヒートアイランドを弱めた数値実験に比べ都心部での降水量が多く、よ

り現実に近い降水分布が得られた。降水開始時実験間の降水開始時の大気場の違いから、都市

の高温化に伴う都市部での収束や上昇流の強化といった循環の変化が降水の強化に結びつくこ

とが示唆された。この結果は首都圏の非継続成性降水に対して得られた都市域の高温化による

降水増加及びその要因の統計解析結果と整合的である。

副課題４　雲の形成過程と降水機構に関する実験的・観測的・数値的研究

副課題４の研究担当者

財前祐二、折笠成宏、田尻拓也、橋本明弘（予報研究部）、村上正隆（客員）
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副課題４の目標

　室内実験・野外観測・数値実験に基づいて雲微物理素過程を解明し、エアロゾル・雲・降水過程

を統一した雲微物理モデルを開発する。

副課題４の本年度の計画

①エアロゾルの物理化学特性及び雲核・氷晶核の高精度・高分解の地上モニタリング観測を継続

して行う。特に -20℃よりも暖かい温度領域で活性化する低濃度の氷晶核測定に昨年度に引き

続き重点を置く。CVI を用いて氷晶残渣の採取・分析実験を行う。

②各種人為起源エアロゾルおよび既知のエアロゾル粒子からなる外部・内部混合粒子の雲核能・

氷晶核能に関する実験を行う。特に金属酸化物などの人為起源エアロゾルや混合状態の影響に

重点を置く。

③新たに得られた室内実験結果をもとに、エアロゾルの雲核能・氷晶核能の定式化を進める。

④航空機による直接観測データ、地上設置の各種リモートセンサーを用いたシナジー観測および

多次元ビン法を用いたバルク法雲水—雨水変換（AutoConversion）スキームの検証結果に基づき、

バルク法スキームの改良を図る。特に UAE で実施予定の地上や航空機観測実験の結果を活用

する。

⑤エアロゾル・雲・降水統一雲物理モデルに室内実験およびボックスモデルにより作成されたス

キームを実装する。エアロゾルの変化による感度実験を行う。

⑥ハイブリッドフレアを用いた雲生成実験を行い、シーディング物質の性能評価を行う。

副課題４の本年度の成果

①エアロゾルの物理化学特性及び雲核・氷晶核の地上モニタリング観測を継続した。インパクタ

ーのカットオフ径の違いに着目し、エアロゾル濃縮器を用いた氷晶核測定を継続実施し、氷晶

核数濃度の粒径依存性と温度依存性を解析した。

②酸化アルミニウムおよび二種類の酸化鉄について、金属酸化物粒子の物理化学特性と雲核・氷

晶核能の関係を雲生成チャンバー等の室内実験を通じて調査し、その雲核活性の過飽和度依存

性および雲粒凍結過程における氷晶発生の温度依存性を評価した。また、混合雲での氷晶検出

技術を向上させ氷晶生成のオンセットを精度良く捉えるためにエアロゾル・微水滴計測センサ

ー（CAS）に偏光機能を付加した CAS － DPOL への改修を実施し、測定精度を評価した。

③②で得られた室内実験結果や最新の知見より、金属酸化物粒子の雲核・氷晶核能を評価し、

雲核能については吸湿度パラメーターκ、氷晶核能については ice nucleation active surface site 
（INAS）密度による定量化を進め、導出した各値をボックスモデルに取り込み、モデルの改良

に取り組んだ。

④ UAE での航空機観測を 2017 年 8 ～ 9 月、地上リモートセンシング観測を 2017 年 1 月～

2018 年 1 月まで計画通り実施しデータ取得した。データ品質管理と一次解析処理を行い、バ

ルク法スキーム改良のためのデータセットをほぼ整備した。

⑤ CCN2 成分系雲活性スキームを、ビン法雲物理ボックスモデルを用いて開発し、これをバル

ク法雲物理モデルに導入した。浅い対流雲を対象とする理想実験・実大気実験を行い、モデル

の振る舞いをチェックするとともに改良に取り組んだ。

⑥ハイブリッドフレアを用いた雲生成実験に先立ち、ヨウ化銀フレアを用いて、発生粒子の物理

化学特性と雲核・氷晶核能の関係を調査した。生成した物質は、塩化カリウムとヨウ化銀が内

部混合した粒子であり、強い吸湿度を持つ塩化カリウムの影響を受け、高い吸湿度を持ち、か

つ -15℃以下において、水未飽和領域から氷晶活性する能力を有することが示された。年度内

に吸湿性フレアとヨウ化銀フレアのハイブリッドタイプのフレアについても同様に雲核・氷晶

核能を評価し、引き続いて氷晶生成の温度依存性に対する知見を得るため、雲生成チャンバー

実験を通じて調査する予定である。
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2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

A2 顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 鈴木　修（気象衛星・観測システム研究部　部長）

研究の目的

局地的大雨・集中豪雨や竜巻等の突風など甚大な災害に直結する顕著現象の監視予測技術の高度

化により、国民の安心・安全への貢献を目指す。また、次世代の気象監視予測をになう観測システ

ム構築に資する技術を開発する。

副課題１　診断的予測技術に関する研究

副課題１の研究担当者

清野直子、益子 渉、津口裕茂、荒木健太郎（予報研究部）、廣川康隆（気象庁予報部）

副課題１の目標

数値予報や客観解析資料、さらに高解像度非静力学モデルを活用して豪雨発生および終焉要因に

ついて統計的に調査し、気象庁予報担当者の予報現業での診断的予測技術向上に資する知見・手法

を得る。

副課題１の本年度の計画

①引き続き、気象庁の予報業務研修での講義や各官署に出向き指導・教育することにより、予警

報業務の課題やニーズを把握する。

②線状降水帯発生条件を高度化するために、線状降水帯の走向を決定する要因について調査する。

③水平解像度 1km の非静力学モデルを用いて、複数の過去の豪雨事例の再現実験を行うことで、

豪雨の発生・終焉要因を統計的に調査する。

④引き続き、豪雨や大雪発生時の大気環境場の統計解析を行う。

副課題１の本年度の成果

①気象庁の予報業務研修での講義や各官署に出向き、予警報業務の課題やニーズの把握を継続し

た。

②・津口・加藤 (2014) の手法で、1989 ～ 2015 年 (27 年間 ) の 4 ～ 11 月を対象に集中豪雨事

例を抽出し、それらをもたらした降水域の形状についての統計解析を行った。その結果、抽

出された 715 事例中の 368 事例が「線状」の降水域と判定された。

　・抽出された事例について、水平格子間隔 5km の気象庁非静力学モデルによる再現実験を行

った。線状降水帯の再現性が高いものについて、線状降水帯の走向と様々な高度間の鉛直シ

アーとの関係を統計解析したところ、高度 500m と 500/600hPa の鉛直シアーが特に相関

が高いことが明らかになった。

③「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」や「平成 25 年 8 月の秋田県・岩手県の大雨」の再現実験を行い、

豪雨・大雨の発生・終焉要因として、大気下層の暖湿気塊の流入量や大気中層への乾燥空気

の流入量などが重要であることを明らかにした。

④・2006 ～ 2015 年の暖候期（4 ～ 10 月）において、日本周辺を通過した低気圧を対象に、

降水システムに対する寄与を調査した。降水強度別・発達率別の低気圧トラックを調べたと

ころ、低気圧の発達や進行方向、進行速度を目安として、降水強度を直接診断することは難

しいことがわかった。一方、環境場の特徴は降水強度別に分類でき、上層擾乱や大気下層の

水蒸気場、大気成層に着目することが降水システム発達の診断に有効であることが示唆され

た。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

　・2017 年 3 月 27 日、本州南岸を通過した低気圧に伴う大雪により、栃木県那須町で表層雪

崩による災害が発生した。本研究ではこの大雪事例に関連して、1989 ～ 2017 年の那須に

おける降雪事例について統計解析を行い、降雪・気象場の諸特性を調べた。その結果、この

事例と同規模の大雪は約 3 年に 1 度、3 月としては約 19 年に 1 度発生していた。那須で大

雪となる気圧配置は西高東低の冬型が 63％、低気圧が 30％であり、いずれも日降雪時間が

長いほど日降雪深が大きかった。しかし、低気圧による降雪の場合には例外的に短時間で大

雪になることがあり、これらの事例の多くは閉塞段階の低気圧が関東付近を通過しているこ

とがわかった。

副課題２　監視・予測技術改善のための研究・開発

副課題２の研究担当者

楠 研一、小司禎教、足立アホロ、南雲信宏、猪上華子、足立 透、吉田 智（気象衛星・観測シス

テム研究部）、山田芳則、林 修吾、益子 渉（予報研究部）、佐藤英一（火山研究部）、入口武史（台

風研究部）

副課題２の目標

二重偏波レーダー、GPS 視線方向遅延量、高密度観測網等を用いて、顕著現象をもたらす積乱

雲等のじょう乱の発生・発達にとり重要な要素である水蒸気・雨水・固体粒子といった水に関する

高精度観測を行い、現象の時空間分布・発生機構の解明を行うとともに、顕著現象の検出・直前予

測・短時間予報の改善に資する観測データ処理アルゴリズムを開発する。

副課題２の本年度の計画

①積乱雲の内部構造を観測し、竜巻等突風、局地的大雨および台風環境下における激しい風雨の

解析を行う。高速スキャンレーダーによる竜巻等突風および局地的大雨の探知・予測アルゴリ

ズム開発の一環として、フェーズドアレイレーダーおよび可搬型ドップラーレーダーにより、

庄内平野に新規に設置される XRAIN 型レーダーと連携することを含め、竜巻渦の３次元探知

アルゴリズムの動作試験及び改良を行うとともに、降水コア検出の開発を進める。

②雷詳細観測を行い、雷放電・発雷機構の解析をする。さらに雷放電と関連の深い、アラレや上

昇気流と雷活動・電荷構造の関連についてフェーズドアレイレーダーや二重偏波レーダーを用

いて解析を行う。

③ドップラーライダーと二重偏波レーダーとを組合せた晴天ガストフロント検出アルゴリズムの

概念モデルを作成する。

⑤副課題３③の成果を用い、固体素子二重偏波レーダーによる関東地方の顕著現象の観測を行う

とともに、顕著現象の解析を行う。

⑥副課題３⑤の成果を用い、局地的な水蒸気の非一様の度合い、水蒸気のスケールハイトや下層

水蒸気量と、豪雨や突風等の顕著気象との関係を調査する。

副課題２の本年度の成果

① ・ 竜巻等突風・局地的大雨等の観測研究として、気象研究所を含む全国 5 ヵ所（つくば市、千

葉市、大阪市、神戸市、沖縄県恩納村）の PAR を用いた観測データの解析を行った。2015
年 8 月 12 日につくば市を通過したスーパーセルの解析を進め、メソサイクロンの強化に係

る物理過程を明らかにするとともに、当該成果に係る学術論文を執筆した。

　・また、平成 28 年台風第 9 号の観測データについて、台風中心部の立体構造の時空間変化を

明らかにするとともに、地表面付近における筋状の強風構造（ストリーク）の 3 次元解析

を実施し、当該現象の立体構造を広域に渡って捉えた。さらに気象研究所 PAR を運用し、

竜巻等突風や局地的大雨、降雹の観測とそれらの即時的解析を実施した。これらの観測・解

析研究によって、PAR が竜巻等突風から台風に至る様々なスケールの顕著現象の理解に有

用であることを示すとともに、降水・竜巻発生確度ナウキャストの飛躍的な高度化に資する
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2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

観測装置であることを明らかにした。

　・JR 東日本と共同で開発した突風探知アルゴリズムが、JR 東日本により、冬季の山形県庄内地

域を対象とした運転規制に平成 29 年 12 月 19 日から実用化された。山形県庄内平野において、

風速計と気圧計から成る多点型地上観測システム（LAWPS）とドップラーレーダーを用いて

冬季日本海側で発生する竜巻渦の高密度観測を行い、2014 と 2015 年度冬季に日本海から上

陸し LAWPS を通過した渦 24 事例について、地上と上空の渦の特徴を比較するとともに、地

上付近の渦の水平構造を詳細に解析し、渦の統計的特徴を明らかにした。上記実用化に伴って

2016 年度冬季に庄内平野に新設され低高度を高頻度かつ比較的遠距離まで観測することが可

能なドップラーレーダーで、可搬型ドップラーレーダーとも合わせ、背の低い冬季日本海の線

状降水帯に発達する渦列の形成から発達までのプロセスについて複数の初期解析を行なった。

② 2015 年度から 2016 年度までの観測で得られた、北関東周辺（夏季）および庄内周辺（冬季）

の雷放電 3 次元データの解析を行った。両者の比較により、夏季雷と冬季雷では電荷分離が活発

になる高度は大きく異なるものの、電荷分離が -10℃付近で最も活発化することを示した。これ

まで夏季雷の電荷分離機構では―10℃付近で電荷分離が活発になる着氷電荷分離機構が有力で

あると考えられてきたが、冬季雷でも同様に着氷電荷分離機構が有力であることを示した。

③以下のようなドップラーライダーと二重偏波レーダーとを組合せた晴天ガストフロント検出アル

ゴリズムの概念モデルを作成した。(a) ガストフロントに伴うエコーの反射体を昆虫と雨滴の混

合体と仮定し、この反射体の持つ、雨滴と異なる偏波特性（ZDR (high), ρ hv (low)）に着目し二

重偏波レーダーからガストフロントの領域を把握し、さらにドップラーライダーの観測範囲内の

シアーの強さを算出した。(b) アルゴリズム前半の二重偏波レーダー・ドップラーライダーから

得られた情報を組合せ、ガストフロントの位置、伝播速度、予測されるシアーの強さを算出した。

⑤前年に引き続き、2015 年 8 月 12 日につくば市を通過したメソサイクロン発生時の偏波情報の

特徴を解析した。竜巻を伴った他のスーパーセルとの比較を実施した結果、親雲の強雨域縁辺、

セルの進行方向前面の降水域における下降流（FFD：Forward Flank. Downdraft）域で ZDR の極大（大

粒の雨粒）、及び KDP の負値（大粒子の集中）、さらにフックエコー域でのρ hv 低下（低い降水

粒子の均一性）等、共通の特徴があることがわかった。本結果は AMS レーダー会議 2017 にて

報告した。前年に引き続き、2016 年 1 月 29 日につくば周辺で観測された凍雨・雨氷事例の解

析を行った。昨年度までは、逆転層構造を持つ上空の温度構造との関連が明らかにしたが、今年

度 VAD 法を用いた鉛直流解析を行い、凍結が温度に加え鉛直流とも関係があることが示唆され

た。

⑥視線遅延量を用いた水蒸気非一様性の度合い (WVI 指数と呼ぶ ) が、高解像度降水ナウキャスト

の発達衰弱予測に有効か確認するため、観測課担当者の要望により 2016 年 7 － 9 月、5 分間隔

の WVI 指数データを提供した。高層気象台と共同で、2017 年 6 月 16 日の関東での落雷降雹事

例について調査し、降水強化の 30 分程度前に WVI の強まりを確認した。

副課題３　次世代観測システム構築に向けた研究

副課題３の研究担当者

小司禎教、石元裕史、永井智広、楠 研一、上清直隆、足立アホロ、酒井 哲、太田芳文、南雲信宏、

猪上華子、足立 透、吉田 智（気象衛星・観測システム研究部）、瀬古 弘、林 修吾（予報研究部）、

岡本幸三（台風研究部）、佐藤英一（火山研究部）、山内 洋、梶原佑介（気象庁観測部）、真野裕三、

増田一彦、石原正仁、小林隆久、内野 修、新井健一郎、石津尚喜、藤原忠誠、小野村史穂（客員）

副課題３の目標

フェーズドアレイレーダー・３次元雷センサ・水蒸気観測用ラマンライダー・衛星ラピッドスキャ

ン等を用いて、激しい降水をもたらす積乱雲の微細構造を観測するための手法の開発、数値予報精度

向上に資する水蒸気分布観測等最新技術の導入、および次期静止気象衛星観測の活用等様々な新しい

観測技術の特性を把握するとともに、OSSE などの技術を用いて、それらの監視・予報精度向上への
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

有効性について客観的に評価する技術を開発し、次世代観測システム構築に資する知見を得る。

副課題３の本年度の計画

①可搬型ドップラーレーダーについて、セクタースキャンによる高速化と可搬性を生かした顕著

現象の詳細観測を実施し、竜巻の高解像度観測機能を評価する。フェーズドアレイレーダーに

ついて、ビッグデータ運用パラメータに依存した現象の解像度やノイズ特性等の調査と気象場

に応じたデータ品質の検証によって、現業での利活用を見据えた機能評価を実施するとともに、

解析・図化アルゴリズムの改善を行う。

②雷放電路３次元可視化機動ネットワークシステムの標定精度向上のためのアルゴリズム開発を

行う。

③二重偏波情報を用いた減衰補正手法の開発、豪雨や竜巻等の顕著現象の解析手法の開発、粒子

判別アルゴリズムの開発、地形クラッターの位相を用いた下層水蒸気分布の推定アルゴリズム

の開発、を引き続き行う。

④機動観測用水蒸気ラマンライダーを用いた機動観測を行うとともに、水蒸気ライダーの開発・

改良を行い、数値モデルの検証やデータ同化実験等、予測への効果を調査する。

⑤引き続き、リアルタイムで視線水蒸気量を解析する手法、海上での準リアルタイム水蒸気解析

手法、水蒸気 3 次元情報の抽出に関する手法の開発を行う。

⑥・ひまわり 8 号データを用いた OCA 雲解析について、導入した雲 2 層アルゴリズム改良によ

る雲推定精度の向上を図る。OCA また新規の火山灰事例に対し OCA 解析を利用した水・氷

雲混入の判定を試みる。

　・赤外サウンダを用いた火山灰物質推定については、リトリーバル手法の改良と AIRS・IASI
のサウンダデータ両サウンダデータを用いた解析事例の整備を行い、また推定した光学定数

から作成した LUT の VOLCAT への組み込みを試みて VOLCAT リトリーバル結果への影響

を調べる。

　・内部混合エアロゾル粒子の可視・近赤外散乱データベース、凝集体氷粒子の広域マイクロ波

散乱データベースの構築を継続して行なう。

　・Ｘ線μ -CT データを使った積雪粒子モデルの改良を継続して実施する。

⑦ ひまわり 8 号の赤外輝度温度データの雲域での輝度温度同化に向けて、引き続きモデルとの

比較を進める。この結果を元に、A1、A3 課題と連携して、同化前処理（観測誤差設定、品質

処理）の開発・改良を行い、同化実験により効果を確認する。

⑧昨年度開始した観測システムシミュレーション実験についてのアルゴリズムを引き続き実験環

境の整備を行うとともに、可搬型観測装置などから得られるデータを想定した同化手法の開発

に着手する。

⑨気象衛星ひまわり 8 号の観測バンドに対応したアジョイント放射モデルの開発と高度化を進

める。また、アジョイント放射モデルを使った感度解析を行い、ひまわり８号の観測バンドが

もつ情報を定量的に調査する。

副課題３の本年度の成果

①気象研究所 PAR について、様々な気象場における運用を実施するとともに、取得されたデー

タの品質調査を行い、クラッター低減技術や折り返し補正等の品質管理手法を改善した。また、

将来のリアルタイム現業利用を想定して、PAR によって得られるビッグデータを効率的に収集・

処理する技術や、流線解析等を用いた気流構造の 3 次元解析・可視化技術を開発した。さらに、

気象衛星ひまわりや現業気象レーダーを含めた他の観測データを融合解析・図化する手法を開

発し、より効果的な現象理解や監視・予測技術につながる基盤技術を確立した。

②雷放電路３次元可視化機動ネットワークシステムを用いた、新たな標定手法について文献検索

や検討を行った。現在は、複数設置している LF 帯雷センサーで受信した雷放電に伴う電磁波

パルスのピーク到達時間を用いた到達時間差法を用いて標定を行っている。一方で、到達時間

差法と異なる干渉法を用いた雷放電標定手法の研究開発が、大阪大学等を中心に開発が進んで

いることが明らかとなり、干渉法を用いた最新の標定手法について検討を行った。また、PAR
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等を用いた積乱雲構造の高頻度・高密度観測が、電荷構造の理解に極めて有用な技術であるこ

とを見出した。

③・二重偏波レーダーの観測データから、経験式を用いずに理論的に降雨による電波の減衰の補

正と雨滴の粒径分布・降水強度とを高精度に推定する手法について、地上観測との比較によ

る精度評価、自動化・高速化のための開発、並びに高精度化のための改良を引き続き行って

いる。地上観測との比較による降水強度の精度評価の結果、従来の経験式に基づく手法より

精度が高く、また一昨年開発したプロトタイプよりも精度は向上していることを確認した。

しかし推定された降水強度はまだバラツキがあり、今後も改良が必要であることも判明し

た。

　・固体素子二重偏波レーダーと地上のディスドロメーターの複合観測網を用い、降水粒子判別

に資する観測・解析を行っている。今年度はディスドロメーターをつくば市北部に移設し、

雷雨や凍雨、雪等の連続観測を開始した。2016 年 1 月 29 日の関東平野の凍雨・雨氷事例

のデータについて、凍雨時の偏波レーダーから得られるＺ DR の増加は、降水粒子の凍結に

伴う変形及びその落下姿勢による横長形状の特徴をよく捉えていることを明らかにした。

　・レーダー電波の位相を用いた下層水蒸気分布推定アルゴリズム開発のために、懸案であった

位相補正不具合問題を明らかにし、解消した。位相情報の観測を行い、予報研究部に提供し

た。

④・昨年度までに開発した機動観測用ラマンライダーを用いて、神奈川県茅ケ崎市、川崎市の沿

岸部で水蒸気の鉛直分布の観測を行った。長期安定的に観測機器が動作することを確認し、

観測データも良好であることを確認した。

　・一方で、2016 年 8 月 18 日に栃木県、群馬県で発生した大雨の事例に関して、機動観測用

ライダーを用いてつくばで気象研のラマンライダーで得られた水蒸気鉛直分布データを用

いてデータ同化実験を行った。データ同化により、水蒸気ライダー観測サイトの風下側の水

蒸気分布に大きなインパクトを与えることを示し、水蒸気ラマンライダーを用いたデータ同

化の可能性を示した。

　・2016 年度につくばで行った約 4 ヶ月間の連続観測データをラジオゾンデデータ、GNSS 可降

水量データ、局地解析値と比較し、検証を行った。その結果、ライダーは高度 0.15 〜 0.51 
km で水蒸気混合比を 1% 〜 8％過小評価していることが分かった。これは、受信に用いた

光電子増倍管の光電面の感度の不均一性に主な原因があると想定され、補正するための係数

を求めて適用した結果、ラジオゾンデデータと良好な一致（夜間の高度範囲 0.14 〜 5.5 km
で平均差 10％以内）を得た。

⑤・船舶に搭載した GNSS 受信機による観測データから、複数の衛星測位を用いて RMS 2mm 程

度で可降水量を推定する手法を開発した。結果を論文誌 Earth Planets, Space に投稿し、その

論文が「Highlighted papers 2017」の一つに選ばれた。平成 30 年度気象庁予算として、当技

術を用いる「海上の水蒸気観測による集中豪雨予測精度向上のための研究」が正式に認めら

れた。

　・水蒸気 3 次元情報の抽出について、既存の変分法同化システムを用いることで、水蒸気のみ

でなく気温や風などの高頻度解析を行う技術開発に着手した。2012 年 5 月 6 日の事例では、

GNSS 可降水量と地上比湿を同化することにより、東京湾から茨城県西部にかけての竜巻発

生前の 12 時頃は、NHM による背景場で過小評価であった下層水蒸気量が増加し、メソ解

析に近づいたことがわかった。

⑥・積雪粒子モデル改良のためμ -CT で計測した積雪構造データから個別積雪粒子の物理特性

を抽出するアルゴリズムを開発した。抽出した積雪粒子の光散乱計算結果から現実の積雪粒

子による光散乱特性を明らかにし、研究まとめ論文を発表した。

　・VOLCAT 火山灰プロダクトの精度向上のため、衛星赤外サウンダデータから火山灰物質情

報を取り出して VOLCAT アルゴリズムに反映させるルックアップテーブル (LUT) を作成し

た。またひまわりが観測した火山噴火事例に同 LUT を適用した VOLCAT 解析を行った。ま

た赤外サウンダによる火山灰光学定数推定について気象研究ノート原稿を執筆した。

　・平成 29 年度も黄砂・エアロゾルプロダクトや氷雲プロダクトを共同で開発している国内各
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機関のモデル開発者を支援するため、粒子形状やエアロゾル内部混合状態に依存した粒子散

乱特性データベースを開発し提供した。

　・ひまわり 8 号データを用いた OCA 雲解析では、フルディスクの夏季 1 ヶ月解析を行い巻雲

の光学的厚さや有効半径の日変化や高層雲頻度の NICAM との違いなどを明らかにした。

　・降雪のレーダー反射特性からの降水量推定精度の向上を目的として、部分融解した雪片のマ

イクロ波散乱特性を計算する数値シミュレーション実験を開始した。

⑦衛星センターで開発中のひまわり全天放射輝度プロダクト（ASR）を使って、簡易雲スキーム

に基づいたひまわり 8 号の雲域同化予報実験環境を NAPEX 上に構築した。構築した実験環境

を使って同化予報実験を行い、晴域データの同化等との比較・調査を行った。

⑧昨年度開始した観測システムシミュレーション実験について実験環境の整備を行いその作業を

完了した。また可搬型観測装置などから得られるデータを想定した同化手法の開発に着手した。

⑨気象衛星ひまわり 8 号用のアジョイント放射伝達モデルの高度化を進めた。特に、雲・エー

ロゾルパラメータについての線形計算スキームを導入し、曇天大気における計算精度の検証を

進めた。また、東京海洋大学の協力により、ひまわり 8 号・9 号の観測バンドに対応したガス

吸収モデルの高度化を行い、オゾンや二酸化硫黄等の新たなガス成分を導入するための検討作

業を進めた。
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A3 台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究

研究年次： ４年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 青梨和正（台風研究部　部長）

研究の目的

台風進路予報の改善と台風強度の実況推定及びその予報可能性に焦点を当てた研究を行い、気象

庁が実施する台風解析・予報業務の改善に資する。

副課題１　全球及び領域解析・予報システムを用いた台風進路予報の精度向上に関する研究

副課題１の研究担当者

中川雅之、岡本幸三、和田章義、石橋俊之、山口宗彦、小田真祐子（台風研究部）、吉村裕正（予

報研究部）、新藤永樹（気候研究部）、石元裕史、上清直隆（気象衛星・観測システム研究部）、

齋藤 慧（気象庁予報部）、金田幸恵、中澤哲夫（客員）

副課題１の目標

　全球解析・予報システムと領域解析・予報システムを用いて、台風進路予報の精度向上に資する

研究を行う。

①雲降水域での衛星データ、特に、次期ひまわりのデータを全球大気データ同化システムへ導入

する。初期場の改善により台風進路予報の改善を図る。次世代につながる新しいデータ同化手

法の開発に着手する。

②気候モデルで効果のあった積雲対流スキームを全球モデルに導入する。その他の物理過程につ

いても、気候モデルで効果のあったスキームを導入する。それらにより、台風進路予報の改善

を図る。

③台風進路・強度予報のため、領域非静力データ同化システムを開発する。雲降水域の衛星リモ

センデータを領域非静力データ同化システムへ導入する手法を開発する。また、領域非静力・

海洋波浪結合モデルを含む同化システムによって台風進路・強度予報改善に関する知見を得る。

④台風進路予報誤差が大きかった事例等について、TIGGE データや特別観測プロジェクト等の

データを用い、誤差要因とその改善方策に関する知見を得る。また、TIGGE データ等を用い

て台風発生の予測可能性を研究する。

副課題１の本年度の計画

①全球大気データ同化システム開発

 ・アンサンブルを用いた同化システムの研究を従来の 4DVAR と比較しながら進める。特に 4 次

元の背景誤差による高精度解析の実現を図る。

 ・全球大気解析に利用する観測情報の拡充のために、観測データのインパクトや誤差共分散行

列等の診断を行う。これらの診断結果を用いて、観測データの品質管理の改良や誤差相関の導

入など、同化システムの改良を進める。将来導入される観測網の評価のために、複数の手法の

OSSE の構築、比較を行う。

 ・衛星搭載風ライダーの OSSE について、引き続き観測誤差や品質管理などを改良しながら、デ

ータのより有効な活用方法を調査する。

 ・ 雲域でのひまわり 8 号の赤外輝度温度データを、全球大気データ同化システムで同化するため、

雲散乱計算を考慮した高速放射伝達モデルを導入した解析前処理や 4DVAR を開発する。雲域

でのモデルの再現性を調査し、雲の効果を考慮した品質管理手法の検討を行う。同化や放射伝

達計算の相互検証を行うため、Joint-Simulator を全球大気データ同化システムに導入する。

 ・アンサンブルを用いた同化システムの研究について、予報誤差相関構造を調査し、局所化の方
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法を探る。

 ・赤外ハイパーサウンダの雲域データ同化システムの品質管理手法を見直し解析ならびに予報精

度改善を図る。

 ・ひまわり 8 号データを用いた雲２層モデル OCA による水・氷雲の 1DVar 解析を継続して実

施するとともに、衛星センターでの開発状況に則した OCA コードの改良を行なう。また OCA
による台風解析事例を増やすことで台風域における雲特性調査を実施する。

②全球モデル物理過程改良

 ・平成 29 年度に本庁で現業化される GSM17XX をベースに、気候モデルで効果のあった積雲対

流スキームやその他の物理過程を導入し、台風進路予報の改善を図る。MRI-NAPEX を使用し

て予報スコア・台風予測スコアの確認を行う。

③領域大気データ同化システム開発

 ・アンサンブルに基づく変分法的同化法を用いて、台風 1518 事例と PALAU2013 の台風発生

期事例について、実際の衛星搭載マイクロ波放射計データを同化する予報解析サイクルの実験

を行なう。その結果に基づき、アンサンブルに基づく変分法的同化法プログラムの改良を行な

う。

 ・NHM-LETKF の台風強度、位置、強風半径情報のデータ同化手法を他の台風事例に応用し、そ

のインパクトについて調査を継続する。また、NHM-LETKF を基に開発した領域大気波浪海洋

結合同化システムを 2015 年関東東北豪雨の台風事例に利用し、海面水温変動が台風解析及び

豪雨に与えるインパクトを調査する。

 ・マイクロ波放射計データから降水強度を推定するアルゴリズムを開発する。また、このアル

ゴリズムで計算するマイクロ波放射計データの第 1 推定値の誤差を研究するため、TRMM と

GPM の観測データを用いた解析を行なう。

 ・アンサンブルに基づく変分法的同化システムの改良や高速化のため、Joint-Simulator を利用を

高度化する。

④ TIGGE データ等を用いた予測可能性研究

 ・航空機観測データを用いた同化 ･予報実験を行う環境を整備し ､航空機観測の台風予報へのイ

ンパクトを調査する。

 ・台風発生予報のために台風追跡アルゴリズムを開発する。

副課題１の本年度の成果

①全球大気データ同化システム開発

 ・観測情報の拡充のために誤差共分散行列の高精度推定を行い、推定された共分散行列を用いる

ことで解析、予報精度が顕著に改善することを MRI-NAPEX 上での実験で示した。特に、衛星

の輝度温度データや、風の遠隔観測について観測誤差膨張した場合に最も精度が高くなること

がわかった。これらの開発は次期 NAPS での早期現業化を目指しており、4 次元変分法本体プ

ログラムや誤差評価プログラムなどについては数値予報課に提供した。数値予報課データ処理

グループの月例会合への出席、数値予報課コロキウム、全球モデル検討会（3 月予定）等で情

報共有した。

 ・予報精度の評価について、ERA5 を用いた信頼性の高い評価を行い、既存の評価と比較した。

対自解析検証には原理的に問題があり、正しい精度評価とならない場合があることを示した。

このことは外国センターでも特に解析システムの開発で問題となっており、対独立解析検証を

開発の指標とすべきである。①と同様の会合や推本評価 SG で情報共有した。

 ・背景誤差共分散行列の精度向上（アンサンブル予報を用いた同化）のために、変分法によって

アンサンブル生成と決定論的な解析をともに行う同化システムを開発しており、メンバー数を

192 まで増加させること等によって、気候学的な誤差情報を全く使わなくても、解析、予報精

度が顕著に改善することがわかった。また、随伴モデルを使わない場合でも、気候学的な情報

を 20% 混ぜることで、予報初期などで精度改善が得られることがわかった。

 ・衛星搭載風ライダー（DWL）の同化手法に関して、品質管理の厳格化、観測誤差の拡大など

を行い、初期場だけでなく疑似真値場に対しても改善を確認した。また極軌道 DWL と熱帯軌
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道 DWL のインパクトの比較を行い、熱帯域の短期予測は熱帯軌道 DWL が勝り、2 日以降の

予測では極軌道 DWL が勝るという結果を得た。この原因について、熱帯域での誤差発展の特

徴と、OSSE の疑似真値場の作成手法との関係について考察した。

 ・全球モデルの短期予測から雲散乱を考慮した高速放射伝達モデル RTTOV を実行できるように、

全球大気データ同化システムの前処理部分を改修した。ひまわりの赤外輝度温度観測値と比較

すると、RTTOV を用いたシミュレーション結果は輝度温度が高すぎ雲の効果が小さいことが

分かった。

 ・アンサンブル予報誤差相関構造の調査をし、局所化の方法を探した。

 ・雲２層モデル OCA による夏季 1 ヶ月の OCA 雲解析を実施し、巻雲の光学的厚さや有効半径

の日変化や高層雲頻度の NICAM との違いなどを調べた。

②全球モデル物理過程改良

 ・気象庁現業全球モデル最新版 GSM1705 ベースの非静力学・二重フーリエ級数モデルで、7km
解像度台風予測実験を実施した。以前の GSM1403 ベースのモデルで見られた台風の過発達が

かなり抑えられることを確認した。接地境界層スキームの更新による海面からの顕熱の減少が、

その一因と考えられる。

 ・気象庁現業全球モデル最新版 GSM1705 をベースに Kawai (2017) の層積雲スキームを導入し

たモデルで、低解像度の 4 メンバー一年積分実験（COOL 実験）および単発予報実験を行い、

放射フラックスのバイアスが減少する、下層雲の不自然に不連続な構造が解消するといった、

先行研究と整合する改善が見られることを確認した。

③領域大気データ同化システム開発

 ・大気側に加えて、海洋側もアンサンブル同化により摂動を作成する領域大気海洋結合同化シス

テムを用いて 2015 年台風第 17 号・第 18 号及び関東東北豪雨の解析を実施した。解析され

た海面水温は気象庁日別海面水温データ (MGDSST) と比べて、ひまわり 8 号による毎時海面

水温解析値及び定置ブイにおける海面水温観測値に対する相関が高くなった。この海面水温解

析の精度向上により、対ゾンデ検証から対流圏下層の気温、相対湿度、風の精度が向上し、ま

た解析雨量に対するスレッドスコアも全般的に良くなった。

 ・NHM-LETKF を用いたひまわり 8 号の全天候輝度温度の同化研究において、局所化等のパラ

メータの調整、CloudSat 等の他の観測を用いた評価システムの開発等を行った。全天候輝度温

度を同化することにより、ゾンデや CloudSat による雲氷への整合性が改善することを確認し

た 。現業で実施されている晴天輝度温度同化との比較を行うための、準備を進めている。

 ・アンサンブルに基づく変分法的同化法を用いて、PALAU2013 期間中の台風 1306 号について、

各種の衛星搭載マイクロ波放射計輝度温度 (TMI,AMSR2,SSMIS) のデータを NHM に同化する

実験を行なった。その結果、これらの輝度温度同化による、相対湿度や風速の解析インクレメ

ントによって、NHM の台風 1306 号の発生の予報に大きなインパクトがあることが分かった。

 ・マイクロ波放射計データから降水強度を推定する散乱アルゴリズムの誤差を研究するため、

熱帯降雨観測衛星（TRMM）と全球降水観測衛星（GPM）の観測データと全球解析値等から

求めた環境パラメータを用いた解析を行なった。その結果、散乱アルゴリズムのバイアスや

TRMM や GPM で観測された固体降水の厚みは、全球解析値の下層大気の安定度、相対湿度と

相関すること、但しこの相関は地表面気温や海、陸、海岸など地表面状態によって大きく変動

することが分かった。また、これらの結果を基に、散乱アルゴリズムのバイアスを減らす手法

を開発した。

④ TIGGE データ等を用いた予測可能性研究

 ・台風の発生予報を実現するために必要となる、台風の発生に対応した追跡プログラムを新たに

開発した。2013 年の気象庁週間アンサンブル予報の全事例を対象としてプログラムを実施し、

ECMWF の追跡アルゴリズムを用いた追跡結果と比較し、台風発生の的中率、捕捉率ともに同

様の結果が得られることを確認した。開発したプログラムは本庁へ提供した。これにより、気

象庁全球アンサンブル予報による台風発生予測プロダクトが作成できるようになった。

 ・熱帯低気圧の強度推定及び強度予測の改善を目指した太平洋アジア地域観測実験 (T-PARCII)
のもと、2017 年の台風第 21 号 (LAN) に対して航空機観測を実施した。10 月 21 日 05 ～
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07UTC の間に 21 個のドロップゾンデ観測が得られた。新しく得られた観測データの台風進

路 ･ 強度予報へのインパクトを調査するために、MRI-NAPEX で整備されている気象庁全球予

測モデル (TL959L100)、4 次元変分法 (TL319L100) を用いて観測システム実験を行った。結

果、ドロップゾンデ観測の台風進路 ･ 強度予報へのインパクトは小さかった。そもそも同初期

時刻の予測は、ドロップゾンデ観測を同化しない実験でも進路 ･ 強度予報の精度が良く、改善

の余地が少なかった。また、本実験で用いたアウター / インナーモデルの水平解像度はそれぞ

れ 20/60km で、今回の観測が台風の中心付近で実施されたことを考えると粗すぎるのかも知

れない。

 ・MRI-NAPEX で整備されている 4 次元変分法で用いられているアジョイントモデルを用いて、

台風の強度変化を対象とした感度解析システムを開発した。観測システム実験を実施した初

期時刻を対象とする感度解析結果によると、台風の 2 次循環、特に台風西側の 2 次循環が台

風の強度変化に対して感度があることが分った。例えば、台風中心から 100 ～ 500km, 高度

200hPa くらいのアウトフロー領域は感度が高かった。Lan を対象とした観測では高感度領域

にドロップゾンデ観測が得られなかった。感度解析プロダクトに基づいた OSE、及び感度解析

プロダクトの評価は来年度以降の課題である。

 ・WGNE 現業全球モデルによる台風予測の国際比較の取りまとめを行い、1) 進路予報誤差は、

全球、半球毎、海域毎の検証の何れでも減少傾向である、2) 例えば北西太平洋域では、過去

およそ 20 年間で予報期間にして 2.5 日分の誤差が減少している、3) コンセンサス手法による

進路予報は、南インド洋域を除いてどの海域でも有効である、4) 海域毎に予測の難しさが異

なること、等が分った。ハリケーン Joaquinのようにどの全球モデルでも誤差が非常に大きい「大

外し事例」が少なからず存在し、またどの全球モデルでも年間予報誤差の平均値は中央値より

も大きい。これは「大外し事例」の減少が更なる年平均誤差の減少に繋がることを期待させる

ものである。

 ・領域数値予報モデルによる台風進路予報の有効性を調査するために、気象庁非静力学モデル (
水平解像度 5km) を用いて 2012 ～ 2014 年の全事例 ( ただし、12UTC 初期値のみ ) に対して

予報実験を行った。実験の結果、1-2 日の進路予測に関しては、平均的に見て気象庁全球モデ

ルによる予測よりも良く、特に水平風の鉛直シアが強い場合に改善率は最大で 20% に達する

ことが分かった。

 ・ECMWF が研究目的で公開している ECMWF の全球モデル OpenIFS が気象庁の初期値から実

行出来る環境を整備した。NuSDaS形式の気象庁 P面解析値から、ECMWFのモデル面へ変換し、

さらに格子波変換を行い、ECMWF の初期値を作成する。T21L19, TL159L60 で動作確認を

行い、正常終了することを確認した。

副課題２　台風の強度推定と急発達・構造変化過程の解明及び予測可能性に関する研究

副課題２の研究担当者

岡本幸三、和田章義、小山 亮、入口武史、沢田雅洋、嶋田宇大、柳瀬 亘（台風研究部）、川畑拓

矢（予報研究部）、大和田浩美（気象庁予報部）

副課題２の目標

台風の強度・構造変化の予報の改善に必要な、台風強度推定の精度向上、急発達・構造変化過程

の解明、及び台風強度等の予測可能性に関する研究を行う。

①衛星観測データによる既存の台風強度推定法の検証に現業ドップラーレーダーデータを活用す

ると共に、検証結果を元に推定手法を改良し、その精度向上を図る。

②台風の急発達・構造変化過程について、観測データ解析及び数値シミュレーションを用いてプ

ロセスを解明するとともに、モデルパラメータ設定や物理過程の影響を調べることにより、強

度予報の精度向上に資する知見を得る。

③日本に大きな影響を与えた台風事例について、観測データ解析・数値シミュレーションにより
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強雨・強風構造のメカニズム解明を行う。

副課題２の本年度の計画

①強度推定手法の改善

 ・ATMS による台風中心気圧推定の精度検証を引き続き行う。

 ・ドップラーレーダーによる強度推定値の精度検証を引き続き行うとともに、中間プロダクトで

ある高度 2km の風速データの活用法を調査する。

 ・ひまわり 8 号の上層大気追跡風を用いた強度診断手法の開発を進める。

②プロセス解明・予測可能性検討

 ・上層 AMV（ひまわり 8 号及び MTSAT）やその他のデータを用いて、急発達台風事例の解析

を行い、急発達のプロセスを調べる。ひまわり 8 号 AMV の特性の検証を行うとともに、上層

AMV を用いた地上最大風速診断の可能性について検討を行う。

 ・2016 年台風第 18 号など、強度の急な変化や強風等の顕著現象を伴った台風事例について、

ドップラーレーダーなどの観測データ解析と数値シミュレーションにより、その原因やプロセ

スについて調査する。

 ・2013 年台風第 30 号の発達プロセスと最大強度に対する海洋の役割に関する研究及び台風強

度変化と大気海洋環境場の不確実性の関係に関する研究を引き続き実施する。数値シミュレー

ションにより、2016 年台風第 10 号の特異な経路に伴う強度変化と海水温低下の関係を明ら

かにする。2014 年台風第 19 号の発達率・サイズに対する解像度依存性について、引き続き

詳細な解析を行う。ひまわりラピッドスキャンデータの非静力学モデルへの同化による台風の

強度や構造変化に対するインパクトの研究に着手する。

 ・SHIPS や LGEM などの台風強度ガイダンスに有効な新しいパラメータ調査を行い、精度向上

を図る研究を行う。

 ・TCGI（台風発生予測ガイダンス）について、適切なパラメータに関する調査、参照する環境

場の半径が予測精度に与える影響などについて調査を実施する。

③顕著台風事例解析

 ・2017 年の台風シーズンの顕著な台風について、必要に応じて速報解析を行い、強度や強雨・

強風構造について明らかにする。

副課題２の本年度の成果

①強度推定手法の改善

 ・2015 ～ 2017 年の台風を対象として、ATMS を用いた強度推定の精度検証を実施し、AMSU
強度推定よりも精度が高いことを確認した。また、ATMS 推定とドボラック推定のコンセンサ

ス推定の精度が、ドボラック推定の精度より高いことも確認した。

 ・ドップラーレーダーによる強度推定法の改善を行った。新たな品質管理アルゴリズムを導入す

ることで、風速プロファイルの時間平均値が使用可能になり、その結果、推定値が 5 分毎に不

規則変動しなくなった。

②プロセス解明・予測可能性検討

 ・水平解像度 3km の非静力学大気波浪海洋結合モデルを用いて、2016 年台風第 10 号衰退期に

おける対流バーストと海水温変動の関係を調査した。結合モデル及び大気モデルによる計算結

果を比較した結果、台風による海面水温低下の効果は、台風の眼の壁雲内の水蒸気フラックス

量を減少させたことが分かった。衰退期であり、海洋結合による水蒸気フラックス量の減少が

あったにもかかわらず、移動速度が速かったことから進行方向右側前方の摩擦収束域にて対流

バーストが生じた。対流バーストに伴う比較的強い上昇流、潜熱放出による加熱及び気圧傾度

力増加の効果により最大風速は維持された。

 ・2016 年台風第 18 号の強度・構造変化を観測データに基づき調査した。台風は最盛期には推

定中心気圧 900-910hPa、高度 2km の軸対称平均接線風で 70m/s 以上あったが、沖縄本島接

近時には急衰弱していた。この時、アウターレインバンドは発達過程にあり、対流圏中層に風
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速極大が見られた。その後、アウターレインバンドの軸対称化とともに対流圏下層のインフロ

ー、対流圏界面付近のアウトフロー強化が見られ、接線風領域は外側に拡大した。解析期間の

最後には、部分的な眼の壁雲交換が開始した。

 ・2015 年台風第 6 号が先島諸島近海通過時に眼の壁雲が形成され再発達したことについて、レ

ーダー及び地上観測データを用いて調査を行った。この台風は、約 5 時間の間に高度 2km の

軸対称平均接線風速が 30m/s から 50m/s に増大した事例で、200-850hPa 間の鉛直シアーが

11m/s 以上の対流不安定な環境場で発達したことが特徴的だった。強いシアーにより台風渦が

傾いたことが対流バーストのトリガーとなり、その後の発達につながったと考えられる。また

その際、台風渦が一度アップシアー側に歳差運動しており、一連の振る舞いの特徴は、台風渦

が鉛直シアーに対抗して直立化するという理論と定性的に整合するものだった。

 ・2015 年台風第 15 号の眼の壁雲交換後の急発達についてレーダー解析を行った。この台風は、

急発達開始時に、最大風速半径 (RMW) すぐ外側の対流圏下層にアウトフローが存在したこと

が特徴的だった。このアウトフローは下層 RMW の急収縮に寄与し、その結果、RMW の傾斜

が次第に大きくなった。さらにこの時の境界層プロセスを調べるため、境界層数値モデルを用

いて、境界層構造を診断した。その結果、対流圏下層のアウトフロー卓越域に対応する領域で、

摩擦収束と超傾度風が起きていたことがわかった。

 ・SHIPS に台風内部構造情報を追加することにより、SHIPS の精度が向上することが分かった。

将来の強度変化に対し、統計的に有意な相関を持つ内部構造情報として、軸対称度、最大降

水量半径、降水分布率、全積算降水量、ロスビー数が抽出された。これらの説明変数を SHIPS
に追加することで、最大 7% の精度改善が得られた。特に強度が定常の台風に対して改善が大

きく、15％以上の改善率が得られた。一方、発達台風の改善は一部を除きほとんどなく、課

題が残った。

 ・2016 年台風第 10 号を対象として、ひまわり 8 号 AMV、衛星マイクロ波データ他の観測デ

ータを用いて、台風強化時の内部コアの解析を行なった。解析によって、内部コア内の接線風

強化が暖気核の発達と対応していたことや、これらが対流強化の直後に出現していたことなど

を示した。さらに、非静力学大気海洋結合モデルを用いたシミュレーションに基づく検証を行

ない、衛星データ解析から示唆されたこれらのプロセスが、シミュレーション結果と整合的で

あることを確認した。

 ・早期ドボラック解析（EDA）対象擾乱の経路予測を行うため、GSM の予測値を入力とした

移流モデル RTAB を実行する環境を構築し、EDA 対象擾乱から台風に発達する可能性を計算

する処理を高度化した。台風急発達（RI）インデックスで利用されている説明変数を用いて、

2013 年から 2015 年に発生した T 数 1.0 以上の EDA 擾乱が 48 時間以内に台風に発達する可

能性を計算する台風発生予測ガイダンス（TCGI）を実行し、精度検証を実施した。

 ・鉛直シアーが台風に及ぼす影響の緯度依存性を理想化実験で体系的に調べた。低緯度ほど鉛直

シアーが台風の発達を抑制する効果が強いが、この効果は中緯度では傾圧的なプロセスの影響

によって現れにくくなることを確認した。

 ・コンセンサス手法による台風強度予測の有効性を示した。本庁で試験的に利用されている。最

も精度の良い個々のガイダンスよりも 5％程度 RMSE が減少し、統計的手法（SHIFOR）に比

べるとコンセンサス予報は 30％程度 RMSE が減少する。さらに、NHM による強度予報をコ

ンセンサスに加えるとさらに精度が改善することが分った。

 ・2016 年台風第 2 号（Nepartak）、第 14 号（Meranti）、第 20 号（Megi）に対して、ひまわり 8
号の高時空間解像度 AMV を同化することによる台風予報への影響を評価した。進路予報に対

して、高解像度 AMV を加えるほど予報時間後半で改善が見られた。ただし、高解像度 AMV
を加えるほど初期値の台風に伴う低気圧性循環（初期渦）が弱まり、発達が遅くなる傾向が見

られた。第 14 号（Meranti）について追加実験を行い、3DVAR ではなくアンサンブルハイブ

リッド変分法を用いることで、初期渦の弱化が軽減され、強度予報の弱化バイアスが改善され

ることが確かめられた。

③顕著台風事例解析

 ・ひまわり 8 号 AMV 他の観測データを用いた解析を行い、2017 年台風第 5 号が急発達直前に
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明瞭な二次循環を伴う対流バーストを伴っていたことや、構造（サイズ）変化が台風周辺の大

気海洋環境場の変化に対応して起こっていた可能性が示唆された。

−　41　−

研
究
報
告

2.2.1.  重点研究、一般研究2.2.  研究年次報告



－ 42 －

2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

A4 沿岸海況予測技術の高度化に関する研究

研究年次： ４年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 堤　之智  （海洋・地球化学研究部　部長）

研究の目的

日本沿岸海況変動の要因解明とその予測可能性に関する研究、およびそれらを踏まえた日本沿岸

海況監視予測システムの開発と性能評価に関する研究を行い、沿岸防災・海況情報の適切な利用と

精度向上に貢献する。

副課題１　日本近海の海況変動の予測精度向上に関する研究

副課題１の研究担当者

山中吾郎、辻野博之、中野英之、坂本 圭、浦川昇吾（海洋・地球化学研究部）、平原幹俊、佐々

木勇一（気象庁地球環境・海洋部）

副課題１の目標

①沿岸海況変動を再現する現業用高解像度日本近海海洋モデル (MRI.COM-JPN) の開発を行う。

②開発されたモデルの検証を行い、各種沿岸海況変動の要因解明を行う。

③副課題２の成果と合わせて、日本沿岸海況監視予測システムを構築し、平成 30 年度に気象庁

で現業利用できるシステムとして完成させる。

副課題１の本年度の計画

①現業用高解像度日本近海モデルを用いた長期（10 年程度）の過去再現実験を行い、統計的な

再現性を検証する。

②現実的な初期値を用いて予報実験を実施し、海洋顕著現象の再現性検証を行う。その際に、ケ

ーススタディの円滑な実行のためにモデルパッケージの整備を行う。

③再現性検証を踏まえて、現業用高解像度日本近海モデルの改良を行う。

副課題１の本年度の成果

 ・2002 ～ 2011 年の長期積分を行い、モデルが安定に動作することを確認した。具体的には、

一定の時間ステップ間隔 (3 分 ) でモデルが破綻することなく動作すること、現実的な範囲か

ら乖離した水温・塩分値が現れないこと、黒潮や親潮の流路が観測される領域内に維持される

こと、などを確認した。

 ・2012 年 9 月の異常潮位事例を対象にしたハインドキャスト実験を行い、高解像度の海面強制

力である MSM データを用いることで水位上昇を現実的に再現できることを確認した。また、

海洋気象情報室担当官と協議の上同化・予測パッケージの構成の見直しを行った。

 ・ 日本沿岸モデルの外側モデルとなる水平解像度 10km の北太平洋モデルについては、対馬、津

軽、宗谷の各海峡の地形に対する通過流量の感度を調査し、現実的な海峡通過流量が得られる

ようにチューニングを行った。

 ・河川からの淡水流入過程の高度化については、神戸大学より提供された高解像度海面塩分デー

タセットを用い、瀬戸内海モデルで再現された大出水時の河川プリュームの再現性を検証した。

また、海面塩分場再現性検証のため瀬戸内海海面塩分観測データの整備を行った。
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副課題２　アジョイント法に関する同化手法の開発とその応用に関する研究

副課題２の研究担当者

辻野博之、藤井陽介、碓氷典久、豊田隆寛、広瀬成章（海洋・地球化学研究部）、杉本裕之、谷崎知穗、

吉田久美、本山龍也、檜垣将和、桜井敏之（気象庁地球環境・海洋部）、倉賀野連（客員）

副課題２の目標

①全球及び北西太平洋アジョイントシステムの構築及び潮汐同化手法、海氷同化手法の開発を行

う。ダウンスケーリングするためのインクリメンタル４DVAR を開発し、副課題１で開発する

日本近海海洋モデルの初期値作成技術の開発を行う。

②上記データ同化手法による再解析実験により、同化手法の検証と各種沿岸海況変動の要因解明

を行う。同化結果の検証のため、海洋気象観測船等による海洋観測を実施する。

③副課題１の成果と合わせて、日本沿岸海況監視予測システムを構築し、平成 30 年度に気象庁

での現業利用できるシステムとして完成させる。

副課題２の本年度の計画

①全球海洋 4DVAR データ同化システムの性能を評価し、同化手法等の改良を進める。また、海

氷データ同化手法の開発・改良を進めるとともに、海氷モデルのアジョイントコードの開発を

行う。高精度の全球海洋再解析データの作成を継続する。

②北太平洋 4DVAR データ同化システムによる同化・予測実験を実施して、その性能を評価し、

同化手法等の改良を進める。

③日本近海インクリメンタル 4DVAR システムの開発・改良を進める。

④検潮データ、観測船データ、衛星データ、部外海洋関連機関のデータ等を用いて、海洋再解析

データにおける海洋現象の再現性を検証する。

副課題２の本年度の成果

 ・日本沿岸海況監視予測システムの試作版を作成し、同化・予測実験を 2011 年から 2015 年に

かけて実施し、システムの性能を評価した。特に 2013 年の駿河湾の急潮現象に関して 30 日

間程度の予測可能性が確認された。

 ・海面高度データの同化において、海面高度変動から順圧応答成分、海水の純増減をあらかじめ

取り除く改良スキームを北太平洋システムおよび全球システムに適用し、従来システムにみら

れた表層の高温バイアスが低減することが確かめられた。

 ・日本近海インクリメンタル 4DVAR システムに対し、数日以上のタイムスケールで変化するメ

ソスケール、及びそれより大きなスケール（数十キロメートル以上）の場のみを修正するため、

時空間フィルターを用いた初期化手法を開発した。

 ・全球海洋 4DVAR システム（解像度東西 1 度×南北 0.3-0.5 度）において、結氷点付近の水温

解析の取り扱いやバイアス補正スキームなどを改良し、2010 ～ 2015 年の期間について安定

してデータ同化が実行できることを確認した。また、その結果を用いて季節予報用大気－海洋

結合モデルの海洋部分を初期化するスキームを作成した。海面水温客観解析やアルゴデータと

の比較による精度検証を行った。

 ・気象研究所共用海洋モデルの海氷及びフラックス部分のアジョイントコードを開発し、これを

用いた全球モデルにおける海氷感度実験を行った。

 ・改良したデータ同化手法を取り入れた 3DVAR システムによる長期再解析実験を行ない、海洋

再解析相互比較プロジェクト用に結果を供出した。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

a5 大気境界層過程の乱流スキーム高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 毛利英明（環境・応用気象研究部　第五研究室長）

研究の目的

気象庁数値予報モデル高度化に向けた大気境界層過程の次世代サブグリッド乱流スキーム開発

の指針を得る。

研究担当者

北村祐二、水野良規、守永武史 （環境・応用気象研究部）、伊藤純至（予報研究部）、保坂征宏  （気

候研究部）、小野木茂 （気象庁観測部）、米原 仁（気象庁予報部）、西澤誠也、萩野谷成徳（客員）

研究の目標

大気境界層乱流の「グレイゾーン」における空間構造の特性や運動量・熱・水輸送等の統計則を

①数値計算、②風洞実験、③野外観測から明らかにする。

①気象研 LES を用いて大気安定度等の条件を変えて境界層乱流の数値計算を行い、データベー

スを構築して解析する。必要に応じて計算手法の改良も行う。

②気象研風洞において安定度等の条件を変えて境界層乱流の実験を行い、データベースを構築し

て解析する。必要に応じて数値計算検証用データの取得や実験・観測技術の開発も行う。

③気象研露場において接地気象観測装置や PIV 装置を用いて運動量・熱・水などの乱流輸送に

ついて通年連続観測を行いデータベースを構築して解析する。必要に応じて気象研鉄塔等の観

測データも解析する。

得られた知見を総合的に検討して「グレイゾーン」に適した大気境界層過程の次世代サブグリッ

ド乱流スキームを開発する方向性を見出す。

本年度の計画

①大気境界層過程の次世代サブグリッド乱流スキームを気象研 LES や気象庁 asuca に実装して検

証を行う。

②安定・不安定な境界層乱流の実験を気象研風洞で行い、特に境界層乱流の空間構造や乱流輸送

に着目してデータを解析する。

③潜熱の乱流輸送について観測を気象研露場等で行い、特に乱流空間構造との関連に着目してデ

ータを解析する。

本年度の成果

　最終年度にむけて①数値計算②風洞実験③野外観測の各分野で成果が順調に蓄積されつつある。

①前年度までに開発した乱流スキームを改良して asuca に実装し直した。計算結果を参照しつつ

乱流スキームの調整を行った。

②気象研大型風洞において中立・安定・不安定な乱流境界層の実験を行い、各種統計量の鉛直分

布や時系列データを解析した。

③気象研露場において様々な安定度条件のもと超音波風速計と赤外線水蒸気濃度計を用いて風速

や水蒸気変動の時系列データを取得した。これらのデータを用いてスペクトル解析を行った。

本研究課題からは大気境界層乱流について以下の学術的知見を得て論文として発表している。

①ア）乱流における移流拡散スカラーの多点空間相関を固有値問題として解くための新しい手法

を提案し、４点間の相関関数を例として、本手法が安定で効率的であることを示した（Ooi 
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et al., 2018）。
　イ）境界層乱流の中立時における各種物理量の２点相関函数を理論的に導出し、水平方向の風

速変動と鉛直方向の風速変動やエネルギー散逸率とでは函数形が異なることを示した（Mouri 
et al., 2017）。

②ア）上で理論的に得られた相関函数の函数形が実際の境界層乱流における函数形と矛盾しない

ことを気象研風洞における実験から示した（Mizuno et al., 2018）。
　イ）境界層乱流の弱安定時・弱不安定時における温度変動の分散が高度の対数関数で記述され

ることを気象研風洞における実験から示した（Mouri et al., 2017）。
③ア） 大気境界層エネルギー収支の簡易推定に利用される下向き大気放射量の計算式について、

気象官署の観測データを利用した精度評価を行い、観測地の地域特性を考慮した改良法を提

案した（藤枝鋼ほか , 2018）。
　イ）気象官署で得られたデータを統計的に解析して地上気圧の日変動が周辺地形や観測地の地

表面状態に大きく依存することを示した（萩野谷ほか , 2017）。
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B1 緊急地震速報の予測手法の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 干場充之（地震津波研究部　第三研究室長）

研究の目的

緊急地震速報の精度向上・迅速化、および長周期地震動への拡張が求められている。そこで、近

年の観測網の増強やリアルタイム化に対応した手法を構築することで精度向上と迅速化に結び付け

るとともに、長周期地震動までを含めた様々な周期での地震動即時予測へ拡張する技術を開発する。

副課題１　震度予測精度の向上

副課題１の研究担当者

干場充之、小木曽 仁、小寺祐貴（地震津波研究部）、 足達晋平、林元直樹、齋藤 潤 （気象庁地震

火山部）

副課題１の目標

現在、緊急地震速報に用いられる観測点からの通信は徐々に強化されており、震度や最大振幅な

ど波形の代表値のみでなく、地震波形データそのものを送り出す観測点数も増加している。さらに、

海域での多点観測網も新たに展開され始めている。これにより、地震動の分布をリアルタイムで把

握することが可能となってきており、今回の計画ではこれらの多点観測点のリアルタイムデータを

最大限活用する手法の開発を狙う。 
具体的には、観測震度に対して予測震度が概ね震度差１以内に収まる精度を目指す。また、震源

位置や M が決まっていない段階においても震度予測ができる迅速性・堅牢性の向上も目指す。こ

れらの予測手法は、現場への応用を考慮し、実時間よりも早く計算が行えるようにする。

副課題１の本年度の計画

実データへの適用を進め、未解決の問題を検討するとともに、減衰構造や速度構造の精緻化によ

り予測モデルの構築を進める。得られた地盤増幅特性（観測点補正値）に対して応用を図り、新た

に展開されつつある海域観測網からのデータの有効な活用方策を探る。また、震度予測の迅速化と

精度向上を狙って、観測面（アレイ処理技術の改良を目指した構内での観測、など）、および計算

面（計算速度の向上、より現実に近い仮定での計算、など）の両面からのアプローチを引き続き行

い、それぞれの手法の改良を進める。

副課題１の本年度の成果

 ・H28 年度までに、“揺れから揺れを予測する”という考え方において、減衰構造（吸収強度と

散乱強度）を導入することにより精度向上に結びつくことが分かってきた。今年度は、定量的

に解析を進め、簡易的な推定手法（2 次元での推定）でも震度推定精度が 12%（10 秒後予測）

や 15%（20 秒後予測）程度、向上できることが分かった。さらに、精緻な手法（3 次元での推

定。また、速度構造の導入）での推定方法を考察している。ただし、この場合、地震波散乱の

角度依存性の仮定も重要であることが分かってきた。

 ・“揺れから揺れを予測する”という方法で、P 波成分を自動識別できれば迅速化に結びつくこ

とが期待される。特に、同時に多発する地震や、広い震源域を持つ巨大地震において、（S 波

群中から）P 波を抽出することが出来ることが求められる。そこで、震動軌跡から P 波を判定

する手法を開発し、2011年東北地方太平洋沖地震や他 22個のM7以上の地震のデータに適用し、

猶予時間を延ばすことができることを確認した。

 ・緊急地震速報への実運用を目的とした海底地震計の解析を進め、（陸上観測点に比べ）地盤増
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幅特性がかなり大きいこと、また、強震入力時の筐体の傾動の影響が現れ易いことが分かって

きた。ただし、これらの影響は上下動成分には比較的少なく、上下動を積極的に用いることで

これらの影響を軽減できる。さらに、観測記録に現れる特異な波形（見かけ上の永久速度振幅）

について、筐体の揺動の影響である可能性を示した。

 

副課題２　長周期地震動の予測

副課題２の研究担当者

干場充之、小木曽仁、小寺祐貴（地震津波研究部）、大河原斉揚、久保剛太、山本 麦（気象庁地

震火山部）

副課題２の目標

地震波は周期帯によりその振舞が異なり、震度（比較的短周期の波、おおよそ１～２秒くらいが

中心）で得られた経験的な予測手法がそのまま適用可能とは限らない。短周期の波に比べて長周期

の波は比較的遠方まで伝わりやすく、また、地盤の増幅特性も周期によって異なる（短周期は観測

点直下、長周期は盆地や平野といった大きな構造によることが多い）。震度の大きい地域が、その

まま、長周期の揺れが大きいとは限らない。

これまでの研究において、震度を対象とした予測手法や地盤増幅特性等を検討してきている。今

回の計画では、これらに加えて、長周期まで（おおよそ１０秒程度）の様々な揺れの予測に対応で

きるように拡張・強化する。

副課題２の本年度の計画

副課題 1 で進めている手法を長周期でも適用可能なように調整し、実データへの適用行い、改

良を進める。

副課題２の本年度の成果

副課題１の予測手法は長周期地震動においても有効であるが、多くの大都市が立地する堆積平野

や盆地構造上では長周期地震動の継続時間が延びることが知られており、その対策が重要となる。

そこで、地盤増幅特性を補正するフィルターに位相の遅れを導入し、地震動継続時間の延伸を表現

することを考察している。これにより、継続時間の予測に結びつけることが可能となる。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

B2 地震活動・地殻変動監視の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 勝間田明男（地震津波研究部　第一研究室長）

研究の目的

気象庁や地震調査委員会等の国が行う必要のある地震活動・地殻変動の監視・評価において、監

視技術や評価手法、地震発生シミュレーション技術の高度化を通じ、国民へのより的確な情報提供

につながる研究を行う。

副課題１　地震活動評価手法の高度化

副課題１の研究担当者

勝間田明男、小林昭夫、田中昌之、宮岡一樹、弘瀬冬樹、溜渕功史、橋本徹夫（地震津波研究部）、

前田憲二、廣田伸之（気象庁地震火山部）、吉川澄夫（客員）

副課題１の目標

これまで地震発生前の変化が報告されている地震活動に関する指標を逐次的に解析する手法を

構築する。

副課題１の本年度の計画

　・地震活動の変化を表すパラメータの定常的変化解析手法の構築を進める。

 ・気象庁デジタル加速度記録から、随時繰り返し相似地震の発生を調査する。新たに確認した相

似地震は、当該相似地震の発生間隔データを用いて、ベイズ統計対数正規分布モデルなどを用

いて長期的発生確率予測を行う。更に、予測結果の比較に基づいて、最良な統計モデルをにつ

いて検討を加える。

副課題１の本年度の成果

 ・東日本の太平洋沖で 1990 年以降に発生した M7.0 以上の本震前の規模別頻度分布は G-R 則か

ら逸脱し、本震後に G-R 則に従う傾向にあることがわかった。この特徴に基づくシンプルな

予測モデルを構築した。M7 後半～ M8 前半（M7.6-8.5）の地震を予測対象とした場合、北海

道東方沖及び関東東方沖～南東沖に顕著な異常が検出された。

 ・地震発生と潮汐との相関を表す p 値について、先行研究において地震前における変化が報告さ

れていたトンガ・ケルマディック海溝沿いのプレート境界地震の潮汐相関について追加調査し

た結果、p 値を用いた地震予測の有効性は低いが、M7.0 以上の地震に限ればその発生時が特

定の範囲の潮汐位相角の範囲内 で発生している場合が有意に多いことがわかった。

 ・中規模繰り返し地震について、発生状況のモニタリングと発生確率予測を行い、2017 年 7 月

末で予測期間が終了した 3 年確率予測の予測成績を調べた。中規模の繰り返し相似地震 79 系

列を対象に実施し、平均対数尤度とブライアスコアの指標による結果は、指数分布モデルより

も事前分布を用いたベイズ統計対数正規分布モデルの成績の方が良いことを定量的に確認し

た。

 ・活断層域の余震活動に関する情報発信のあり方について検討を加えた。

 ・1707 年宝永地震、富士山宝永噴火を記した飯作家文書中の「大地震富士山焼之事覚書」の原

本を確認し、全文翻刻した。この史料の観測地は『新収日本地震史料』に記された静岡市では

なく、富士山本宮浅間神社のある富士宮と考えられる。
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副課題２　地殻変動監視技術の高度化

副課題２の研究担当者

小林昭夫、勝間田明男、宮岡一樹、安藤 忍（地震津波研究部）、木村久夫、甲斐玲子、木村一洋（気

象庁地震火山部）

副課題２の目標

長期的な地殻変動の把握を行うとともに、これまでよりも微小な地殻変動を検出できる技術を開

発する。

副課題２の本年度の計画

 ・島田川根ひずみ計観測点近隣の河川の水位用いた、ひずみ補正手法の改良を行う。

 ・スタッキング手法によるすべり量の推定結果の評価を行う。

 ・水準測量・潮位データによる変動履歴復元を行い、ゆっくりすべり発生有無など長期的地殻上

下変動推移について調査する。

副課題２の本年度の成果

 ・GNSS 日値を用いた全国基線長変化について、この 1 年間に新たに発生した非定常な現象がな

いことを確認した。なお、2013 年からの東海地域、2014 年からの紀伊水道の長期的ゆっくり

すべりはいずれも 2016 年にほぼ終息した。

 ・ひずみ計データのスタッキングにより、短期的ゆっくりすべりの時間的・空間的分布を概観す

る手法を開発した。

 ・房総半島中南部の水準測量、潮位データを解析した。1966 ～ 2001 年には同地域で 3 ㎝を超

える有意な地殻上下変動をもたらすような非定常現象は発生していなかったと考えられる。

副課題３　地震発生シミュレーション技術の高度化

副課題３の研究担当者

小林昭夫、勝間田明男、弘瀬冬樹、藤田健一（地震津波研究部）、前田憲二（気象庁地震火山部）

副課題３の目標

地殻変動解析で得られた知見などを地震サイクルシミュレーションモデルに取り込むとともに、

前駆すべりの多様性を表現できる大地震発生モデルの構築を目指す。

副課題３の本年度の計画

 ・日本海溝について、引き続き地震発生間隔や発生域の再現を試みる。

 ・より細かなメッシュを用いるため、計算高速化のための処理手法について検討する。

副課題３の本年度の成果

 ・従来のアスペリティモデルと階層アスペリティモデルの 2 モデルを軸に、東北地方～関東地

方の太平洋沖で発生する M7-9 の主な地震を再現できるモデルを構築した。メッシュサイズの

細密化により、規模の小さな地震発生の再現が可能となった。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

B3 津波の予測手法の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 山本剛靖（地震津波研究部　第四研究室長）

研究の目的

津波の面的把握と即時予測の精度向上、および遠地津波の注警報の解除時期の予測に貢献する。

副課題１　多点観測データ等を用いた津波即時予測手法の高度化に関する研究

副課題１の研究担当者

山本剛靖、中田健嗣、対馬弘晃（地震津波研究部）、丹下豪、小上慶恵（気象庁地震火山部）

副課題１の目標

①稠密な観測データを高度に活用し、津波成分を抽出する手法や現況を面的に把握する手法を開

発する。

②波源推定に基づく予測手法の高度化および波源推定に基づかない新たな予測手法の開発を行

う。

副課題１の本年度の計画

①津波現況の面的即時把握手法の開発

 ・新たに入手する海底水圧計データの品質を検証する。特に地震時に記録される様々な不定型ノ

イズが津波成分抽出に与える影響を評価し、除去手法を開発する。

 ・特性化した津波波源モデルを用いた津波伝播計算によって沖合津波観測網による仮想津波観測

データを作成し、これに津波波高分布の現況を面的に把握する手法を適用して、必要に応じて

手法の改良を行う。

②津波即時予測手法の開発・高度化

 ・津波波源を推定した上で津波の即時予測を行う手法について、多点の沖合津波観測データの活

用が津波波源の時間歴の把握に有効であるか、理論的考察で得られた仮設の妥当性を数値実験

によって検証し、その結果を踏まえ必要に応じて手法の改良を行う。

 ・波源推定に基づかない津波予測手法について、面的な仮想津波データを使用したたして、波動

理論に基づく予測手法の高速化、波線理論に基づく予測手法の高精度化の両面から開発を進め、

予測精度等の検討を行う。

 ・津波即時予測手法の検証に用いる地震津波発生シナリオを作成する。また、東北地方太平洋沖

地震の津波波源域の推定を継続する。

副課題１の本年度の成果

①津波現況の面的即時把握手法の開発

 ・地震発生時に実際の海底水圧データに記録される非地殻変動オフセット等のノイズの影響を除

去する手法については、②の津波即時予測手法の改良において津波成分と同時分離推定するこ

とで対応した。

 ・最適内挿法によるデータ同化を、空間的な広がりが大きい・小さい規模の仮想津波を S-net で
観測した場合のデータに適用し、手法の性質を検証した。その結果、マグニチュード 8 クラス

のような広がりの大きな津波では既に示されているように良好に再現できることが確認できた

が、地下浅部の高角断層に伴う津波のような広がりの小さな津波では再現できず現状の観測密

度でも不十分であることがわかった。

②津波即時予測手法の開発・高度化

 ・波源推定に基づく津波即時予測手法について、地震発生時に実際の海底水圧データに記録され
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る非地殻変動オフセット等のノイズを津波成分と同時分離推定できるように改良した。

 　また、地下浅部の高角断層に伴う津波のような広がりの小さな津波に対しては波源推定の空

間分解能が十分でない場合があることがわかったため、解析領域全体の広さとの両立を図りつ

つ、場合によって波源の空間分解能を細かくする解析アルゴリズムを考案し、想定した性能を

発揮することを確認した。

 ・津波波線追跡により沖合津波観測点と津波予報区との対応関係を調査し、比較的陸に近くても

観測点によっては複数の津波予報区と関係づけられることがわかった。

 ・津波即時予測手法の検証に用いるため、様々な空間サイズをもつ津波シナリオを作成し、面的

把握手法の検証にも活用した。

 

副課題２　遠地津波の後続波と減衰特性のモデル化の研究

副課題２の研究担当者

山本剛靖、中田健嗣、対馬弘晃（地震津波研究部）、丹下豪、小上慶恵（気象庁地震火山部）

副課題２の目標

遠地津波の後続波および減衰特性のモデル化を行い、遠地津波の継続時間の予測を行うことによ

り津波警報解除の時期の予測手法を開発する。

副課題２の本年度の計画

遠地津波の後続波の出現タイミングと振幅の時間減衰傾向を含めた全期間の振幅時間変化を説

明できるよう構築した数理モデルを南米沖の地震津波等実際の観測事例と比較することにより、各

事例のモデルパラメータを推定する。推定したモデルパラメータの特徴について調査する。

副課題２の本年度の成果

チリ沖（1960 年、2010 年、2014 年、2015 年）及びペルー沖（2001 年、2007 年）で発生

した地震に伴う遠地津波の日本沿岸における観測データについて、地震発生時、第 1 波到達時、

最大波発現時及び継続時間の関係を整理した。第 1 波到達時からの経過時間で整理すると、約 12
時間後までの津波振幅変化の特徴はチリ中部沖とチリ北部～ペルー沖の二つに大別されるが、約

12 時間以降の変化は両者で共通していて、その振幅は地震のマグニチュードと関係していること

を明らかにした。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

B4 大規模噴火時の火山現象の即時把握及び予測技術の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 徳本哲男（火山研究部　第二研究室長）

研究の目的

大規模噴火に対処可能な「噴石に関する情報」、「量的降灰予報」、「航空路火山灰情報」の高度化

のため。

副課題１　リモートセンシング等に基づく噴火現象の即時把握に関する研究

副課題１の研究担当者

徳本哲男、佐藤英一、新堀敏基、石井憲介、高木朗充、福井敬一（火山研究部）、吉田知央（気

象庁地震火山部）、稲澤智之（気象衛星センター）

副課題１の目標

気象レーダー、震動観測等を活用した噴火現象の即時的な把握技術の開発。

副課題１の本年度の計画

 ・可搬型レーダー（X バンド MP レーダーおよび Ku バンド高速スキャンレーダー）と二次元ビ

デオディスドロメーターなどによる桜島での噴煙観測を継続すると共に、これまで得られた事

例の解析を行う。

 ・可搬型レーダーデータ、既存の気象レーダーデータから噴煙の立体構造や粒径、火山灰量を推

定するための手法の開発を進め、観測データをデータ同化システムに渡すための一次解析デー

タの作成を行う。

 ・ひまわり 8 号等の衛星観測データを収集し、火山灰雲のモデル化、火山活動の規模評価を進

める。特に、ひまわり 30 秒観測データも利用し、噴火直後の噴煙の解析を試みる。

副課題１の本年度の成果

 ・引き続き、X バンド MP レーダー（二重偏波ドップラーレーダー）、二次元ビデオディスドロ

メータ (2DVD)、および 1 分毎に三次元データを取得可能な Ku バンド高速スキャンレーダー

による観測及び解析を行った。

 ・2016 年３月 26 日の桜島噴火事例について、Ku バンド高速スキャンレーダーによって得られ

た噴煙の３次元構造の解析を進めた。また、X バンド MP レーダーについても、2016 年 4 月

29 日など複数の事例で得られた噴煙の鉛直構造の解析を進めており、噴煙内部の二重偏波パ

ラメータの変化傾向が得られている。引き続き、これらのレーダーデータを解析することによ

り、噴煙内部の物理量（密度や粒径分布など）を推定や供給源モデルが可能となることが期待

される。

 ・2017 年 10 月霧島山（新燃岳）の噴火では、曇天や雨天の影響により、目視（遠望カメラ）

で噴煙高度が観測出来ない時間帯があった。そのような時間帯においても、気象レーダー（気

象庁一般気象レーダー）によって、噴火現象の推移（消長）を得ることが出来た。解析結果は、

火山噴火予知連絡会拡大幹事会に速報として提出し、Web に掲載された。

 ・2018 年 1 月 23 日草津白根山の噴火においても、目視（遠望カメラ）によって噴煙高度は得

ることが出来なかったが、気象レーダーによる噴煙高度の確率的推定を行い、5440 ± 488m（1
σ）と推定した。解析結果は、火山噴火予知連絡会拡大幹事会に速報として提出した。

 ・噴煙高度推定への活用を目指して、ひまわり８号の 30 秒観測データを用いて、桜島の爆発噴

煙の初期成長過程を解析している。これまでの所、解析可能な事例は数例のみであるが、空間
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2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

分解能 500m のバンド３データで日中に捉えられる噴煙の影を追跡することで、噴煙柱上端の

高度、広がりの時間変化を精度良く抽出することができた。

 ・2017 年５月に噴火活動が再開した西之島において噴火様式の観察を海洋気象観測船上で行っ

た結果、継続する溶岩流の他、１時間に１回程度のブルカノ式噴火と１分に１回程度のストロ

ンボリ式噴火が発生していることを確認した。

 ・噴火が継続する西之島の火口から約 2 km 地点の噴煙下を海洋気象観測船で繰り返し横断して

火山灰の観測を実施し、220 kg/m2/day・m の降灰強度であることを確認した。この降灰強度

は 2016 年の桜島における同程度の距離の年平均と同程度であった。

 
副課題２　数値モデルに基づく火山灰等の拡散予測の高度化に関する研究

副課題２の研究担当者

新堀敏基、石井憲介、佐藤英一、徳本哲男、福井敬一（火山研究部）、橋本明弘（予報研究部）、

吉田知央（気象庁地震火山部）、土山博昭（気象庁予報部）

副課題２の目標

噴煙柱及び移流拡散モデルを活用した火山灰等の高精度な予測技術の開発。

副課題１の観測値と副課題２の予測値に基づく火山噴出物データ同化・予測システムを構築し、

即時的に把握した噴火現象から高精度な火山灰等の拡散予測を実行して、上記目的を達成すること

を目標とする。

副課題２の本年度の計画

 ・気象レーダーや衛星などによる噴煙観測データを移流拡散モデルの初期値に利用するために、

引き続き、火山灰データ同化システムの開発をすすめる。

 ・領域移流拡散モデルによる降灰量および降礫範囲の予測と実測された値とを比較検証しなが

ら、予測値を改善するためのモデル改良を継続するとともに、高時間分解能モデル面 GPV の

移流拡散モデルでの利用を検討する。

副課題２の本年度の成果

 ・2016 年 10 月 8 日阿蘇山噴火の降灰予報について引続き検証した。その結果、推定した総噴

出量及び予想降灰量が過多になった原因はモートンの式で仮定した単発噴火の継続時間（10
分）が約３倍長かったこと、分布主軸の予想がやや北偏した原因は設定した噴煙高度が 800 m
程度低かったこと、遠地（岡山）で見逃しがあった原因は予報時間後に降灰の可能性があった

ことを示した。降灰の観測あり／なしに対する RATM( 領域移流拡散モデル ) の予測あり／な

しのカテゴリー検証結果からは、噴煙高度 13.1 km（海抜）の場合が最も降灰分布を再現する

ことを示し、なお近地で過少、遠地で過多となる予想降灰量は移流拡散モデルへの凝集過程の

導入が必要であること、遠地（高松）で長時間観測された降灰現象は同モデルへの再飛散過程

の導入等が必要であることを指摘した。また花粉センサーでは同事例の降灰現象は捉えられて

いなかったことを確認した。

 ・2017 年 10 月新燃岳噴火について、遠望カメラにより噴煙高度が確認できた 11 日～ 14 日の

降灰予測を RATM により実行した。このうち 14 日 08 時 23 分再噴火後の降灰はウォッシュ

アウトの影響があることを示した。

 ・移流拡散モデルに入力するモデル面 GPV の入力時間間隔を 60 分から 10 分に高頻度化しても

火山灰の分布予測は顕著に改善しないことを、2013 年桜島、2014 年御嶽山、2015 年口永良

部島と阿蘇山、2016 年桜島と阿蘇山噴火の計 8 事例で確認した。

 ・降灰ハザードマップの改良等の研究に活用するために、2015 ～ 2017 年の気象場の下で、富

士山および桜島の大規模噴火を想定した RATM による降灰シミュレーションを行い、1096 事

例の計算結果を蓄積した。
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 ・ひまわり８号による火山灰プロダクトを用いて GATM( 全球移流拡散モデル ) の初期値に同化

するシステムの開発を進めた。2015 年５月 29 日の口永良部島噴火において、火山灰プロダク

トを GATM の初期値に同化することによって、予測精度が向上し、大気中の火山灰濃度予測

の可能性を示した。現業者解析を観測値として同化システムを実行するシステムを作成し、本

庁の NAPS9 に環境を構築し試験運用を開始した。
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B5 地殻変動観測による火山活動評価・予測の高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 山本哲也（火山研究部　第一研究室長）

研究の目的

気象庁の噴火予警報業務に資するために、地殻変動観測による火山活動評価手法および噴火に至

る火山活動の推移想定の高度化を図る。

副課題１　火山活動モニタリング手法の高度化およびマグマ活動の推定

副課題１の研究担当者

山本哲也、高山博之、鬼澤真也、森 健彦、奥山 哲、岡田 純、川口亮平、長岡 優、高木朗充、福

井敬一（火山研究部）、小林昭夫、安藤 忍、宮岡一樹（地震津波研究部）、木村一洋、影山勇雄、

中橋正樹、鎌田林太郎（気象庁地震火山部）

副課題１の目標

火山活動の異常検出のために地殻変動観測データ等のモニタリング手法を高度化し、地殻変動源

のモデル化や地殻変動シミュレーションによってマグマの蓄積・挙動の推定手法を高度化する。

副課題１の本年度の計画

①伊豆大島において GPS、光波測距、多成分ひずみ、重力の稠密地殻変動観測を行う。浅間山等

において GPS 観測等を行う。

②伊豆大島をはじめとする全国の火山を対象として、気象庁総合観測点データの収集を行い、

GPS、傾斜データなど地殻変動のデータの解析を行う。

③伊豆大島の地殻変動データの解析において、圧力源推定の精度・時間分解能の向上を図るとと

もに、地下のマグマの状態・挙動の推定を行う。

④ SAR のデータによる地殻変動解析を行う。また、SAR 等電磁波を用いた地殻変動観測データ

について数値気象モデルを用いた補正手法の改良を進める。

⑤地殻変動が観測された活動的火山について地下の圧力源モデルを推定する。

⑥水蒸気噴火のポテンシャルが高い火山として、草津白根山で光波測距の観測を行う。

副課題１の本年度の成果

①・伊豆大島において、GNSS、光波測距、多成分ひずみ計による地殻変動観測、および重力の

繰り返し観測を引き続き行った。　

　・ボアホール型多成分ひずみ計を 2013 年に伊豆大島南西部に設置し、その後データの蓄積が

進んだことから、各成分の中長期的な挙動を調べるため、近隣の GNSS データおよび球状

圧力源モデルから推定したひずみとの比較を行った。その結果、多成分ひずみ計の成分によ

っては、中長期的な地殻変動の把握にも活用できるとの見通しをえた。

　・伊豆大島での繰り返し重力データの定量的評価に向けて、重力計スケール検定、鉛直勾配測

定を実施し、これらの影響の補正方法を検討した。スケールについては、絶対重力点におけ

る検定データに基づき、スケール時間変化の素性を明らかにするとともにとその補正方法を

提示し、繰り返し観測データで認められた見掛け上の重力変化を補正した。また、重力点に

おける鉛直勾配の実測と GNSS データの利用により、観測点の上下変動に伴う重力変化を

定量的に評価し、三原山で継続している重力増加は概ね三原山の局所的沈降で説明できるこ

とを明らかにした。

　・また、CG-5 重力計の登山を伴う野外調査時における重力値安定性の基礎調査を行い、運搬

による擾乱の大きさやドリフトの挙動は運搬時間の長さに依存しないことがわかった。
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　・なお、予定していた浅間山における GNSS 観測は、山頂付近の立入りが規制されていたた

め今年度は実施しなかった。

②・吾妻山周辺の GNSS 連続観測データの統合解析システムを構築し、データ解析を行った。気

象庁の GNSS 連続観測データに加え、国土地理院の GEONET データを同時に解析処理に組

み込むことで、従来法による解析ソフトウェアや解析パラメータ、基準点の取り方の違いに

よる誤差が解消され、火山の浅部と深部を統一的に評価できるようになった。広域変動場を

除去した解析の結果、2014-2015 年に大穴火口付近を中心とする明瞭な隆起・膨張が検出

された。この変動源は浅いため、火口直下の浅部の熱水活動との関連が示唆される。

　・北海道大学、北海道地質研究所等と共同で十勝岳における重力観測を実施し、隆起量では説

　明できない重力値の低下が継続していることを確認した。

③・伊豆大島の GNSS 観測により得られた地殻変動データを長期的変動、短期的変動に分離し、

短期的変動（膨張、収縮）と伊豆大島周辺で地震が群発した時期を比較したところ、地震は

膨張期に群発していること、地震が静穏な時期は収縮期にあたることが多いことがわかっ

た。また、長期的地殻変動（膨張）について、各 GNSS 観測点で得られた上下変位のデー

タを精査したところ、カルデラ域には山腹部を基準として 0.5cm ／年程度の相対的沈降が

存在する可能性があること、山腹・山麓についても球状圧力源から期待される量の半分程度

の隆起量しかないことが分かった。

④ ・ SAR 衛星 ALOS-2 のデータを用いた解析により、全国の活火山周辺の地殻変動検出を行った。

うち、雌阿寒岳、霧島山などの 25 火山において火山活動に伴う地殻変動を面的な分布とし

て検出した。雌阿寒岳については、圧力源を仮定し、複数方向からの観測結果を説明するモ

デルの位置・深さ・体積変化量を推定した。霧島山については、えびの高原（硫黄山）周辺

の局所的地殻変動について、その時間変化を調査し、2015 年以降ほぼ一定速度で膨張が継

続していることを明らかにした。西之島については、４月の再噴火に伴う地表変化を検出し、

８月上旬にかけての陸域面積の拡大を明らかにした。また、海外の火山では、イタリアのカ

ンピフレグレイ火山について火山活動に伴う地殻変動を検出し、点圧力源を仮定したモデル

推定を行い、地震分布との比較を行った。

　・また数値気象モデルを用いた補正のために、水平・鉛直方向に均一な大気を仮定した場合の

経験的な補正方法の限度についての検証を行った。その結果、大気の状態がほぼ同様と考え

られる同季節、特に水蒸気量の少ない冬季のデータでは良好な結果を得たが、季節の異なる

データでは数 cm の残存位相が確認され、大気の空間的不均一による影響が明らかとなった。

⑤・マグマ溜り内の気泡の上昇による地殻変動のモデル化を行った。伊豆大島で観測されている

短期的な膨張・収縮サイクルと比較した結果、変動の周期や地殻変動量を適切なモデルパラ

メータを与えることで説明できることを明らかにした。

　・地震波干渉法を用いて、霧島山の 3 次元 S 波速度構造を推定した。その結果、霧島山の真

下から北西方向に約 10km にわたって、海抜下 5-10km に低速度異常が存在すること明らか

になった。

⑥・草津白根山における光波測距は、湯釜火口を横断する測線で２回実施したが、以前からの湯

釜浅部の収縮傾向は明瞭にはみられなかった。

 
副課題２　火山活動の推移想定に関する研究

副課題２の研究担当者

山本哲也、高山博之、鬼澤真也、森 健彦、奥山 哲、岡田 純、川口亮平、長岡 優、高木朗充、山

里 平（火山研究部）、安藤 忍（地震津波研究部）、加藤幸司（気象庁地震火山部）

副課題２の目標

火山における地震活動と地殻変動の過去事例の整理・解析を通して火山活動の推移の想定を行

う。
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副課題２の本年度の計画

 ・地殻変動、地震活動、表面現象異常事例についての内外火山についての事例を収集する。また、

地殻変動や地震活動等の比較検討を行う。火山現象の定量的・確率的な側面を考慮した火山活

動シナリオの作成に取り組む。

副課題２の本年度の成果

 ・火山活動の推移想定の基礎となる噴火、噴火未遂などの火山活動に関連する資料・観測データ

の収集を行った。

 ・霧島硫黄山における火山活動に関して、観測データを整理し、活動の推移についてとりまとめ

を行った。また、４月からの硫黄山浅部の地殻変動及び９月の地殻変動を伴った地震活動につ

いて傾斜変動源の推定を行い、霧島硫黄山浅部の活動モデルの推定を行った。

 ・全国の活火山でこれまでに観測された各種地殻変動についてとりまとめ、これを火山業務教科

書へ掲載した。

 ・噴火警戒レベルの判定基準の根拠を明示して公表するために気象庁が進めている精査作業に技

術的な協力を引き続き行った。各火山監視・警報センターと協力して、過去のデータを改めて

精査し、注目すべき現象の整理、判定基準のできるだけの具体化、および必要な見直を行った

上で、平成 29 年９月までに、15 火山の「噴火警戒レベルの判定基準」及び「噴火警戒レベ

ルの判定基準とその解説」を公表した。

−　57　−

研
究
報
告

2.2.1.  重点研究、一般研究2.2.  研究年次報告



－ 58 －

2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

B6 南海トラフ沿いのプレート間固着状態監視と津波地震の発生状況即時把
握に関する研究

研究年次： 2 年目／ 5 年計画（平成 28 年度～平成 32 年度）

研究代表者： 橋本徹夫（地震津波研究部　部長）

研究の目的

切迫性の高い南海トラフの大規模地震に関連し、プレート境界におけるスロースリップ、プレス

リップなど固着状態の変化を検出するための手法を高度化するとともに、観測された現象と大地震

発生との関連性を理解し、地震発生前の的確な情報発信を可能とする。さらに、津波地震を含む巨

大地震の多様な発生状況を想定した地震の規模・震源域の広がり等を迅速に把握するための手法を

開発し、津波地震に対する津波警報の適切な発表や、東海・東南海・南海地域の時間差発生対応の

ための割れ残りの判定により、的確な災害対策に貢献する情報発信を可能とする。これらにより大

地震、津波から国民の生命と財産を守る。

副課題１　南海トラフ沿いのプレート間固着状態監視技術の高度化

副課題１の研究担当者

小林昭夫、勝間田明男、宮岡一樹、西宮隆仁、安藤 忍、弘瀬冬樹、中田健嗣、藤田健一、橋本徹夫（地

震津波研究部）、案浦 理、木村久夫、甲斐玲子、前田憲二（気象庁地震火山部）

副課題１の目標

 ・プレート間の固着状態の変化による地殻変動を面的に詳細に把握するため、人工衛星リモート

センシング手法の一つである SAR 干渉解析手法の改良を行う。

 ・プレート間のゆっくりしたすべり現象について、数か月から数年間継続する長期的スロースリ

ップによる地殻変動をひずみ計、GNSS 等を用いて客観的に検出するなど、すべり現象の変動

源を推定する手法の改良を行う。

 ・観測された固着状態の変化の物理的背景の理解を進めるとともに、プレスリップにつながるな

ど将来の大地震の発生に結びつく可能性について評価する手法を開発する。

副課題１の本年度の計画

 ・干渉 SAR の気象補正方法の開発及び改良を行う。

 ・地殻変動データを用いたスロースリップの客観的検出手法の改良を行う。

 ・東海大学・京都大学と共同で、海底地震計・海底水圧計観測を行う。

 ・過去の巨大地震の破壊域や発生間隔に加え、近年観測されたすべり欠損を再現するよう数値モ

デルの改良を進める。

副課題１の本年度の成果

 ・中国地方を領域固定した GNSS 日値を用い、フィリピン海プレートの沈み込みと逆方向の成分

について、南海トラフのプレート等深線 30km 沿いに並べた地点を中心とする一定範囲内の平

均を求め、1 週間の傾斜期間を持つランプ関数との相関を取ることで、南海トラフ沿いの短期

的スロースリップ ( 数日から 1 週間程度の継続時間 ) の客観的な時空間分布を得る手法を開発

した。

 ・GNSS 日値を用いた長期的スロースリップの客観検知手法により、2000 ～ 2002 年の紀伊水

道長期的スロースリップのすべり分布を推定した。

 ・やや長期間のひずみデータを用いたスタッキングにより、東海地域の短期的スロースリップの

時空間分布を明らかにした。
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2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

 ・東海大学と共同で、駿河湾における海底地震計観測を継続した。

 ・京都大学と共同で、南海トラフ軸付近の海底水圧計の回収および設置を行った。

 ・GNSS 日値の解析から、2014 年半ばから始まった紀伊水道における長期的スロースリップの

規模が 2017 年 1 月時点で Mw6.7 相当であることを明らかにした。

 ・南海トラフ沿いの巨大地震シミュレーションにおいて、巨大地震の発生履歴、比較的よくわか

っている昭和東南海・南海地震のすべり分布、最新のすべり欠損レート分布、そして繰り返す

長期的スロースリップを再現するモデルを構築した。各地震のすべり分布は概ね再現している

が、宝永→安政→昭和の発生順は再現できていない。

 ・プレート境界でのスロースリップを捕捉することをめざし、防災科研が有する傾斜データの提

供を受け、各種補正作業を進めた。

 ・SAR 衛星 ALOS − 1 のデータを用いた時系列解析により、御前崎、潮岬、足摺岬周辺の定常的

な地殻変動の検出を行った。

 ・海底観測システムである DONET の 2015 年 9 月から 2016 年 4 月までの連続地震記録を解析

し、その結果南海トラフの島弧側において浅部微動活動が発生していることを確認した。微動

活動は 2015 年 10 月と 2016 年 4 月に発生しており、深部の微動活動と同様に地震動による

トリガ現象が確認された。この微動活動はトリガ現象に見られるように応力状態に敏感であり、

この周辺の応力状態をモニターする上でも重要な現象とみられる。

 

副課題２　津波地震などに対応した即時的地震像把握手法の開発

副課題２の研究担当者

勝間田明男、小林昭夫、田中昌之、宮岡一樹、西宮隆仁、安藤忍、中田健嗣、藤田健一、溜渕功

史（地震津波研究部）、上野 寛、森脇 健、田中美穂（気象庁地震火山部）、吉田康宏（気象大学校）

副課題２の目標

 ・津波地震や海底地すべりの発生を検知し、津波予測に用いるための規模等を推定するための手

法を開発する。

 ・発生した地震の震源域の広がり把握や、余震発生予測等に寄与するため、地震発生直後の余震

の発生状況について即時に把握する手法を改良する。

 ・津波予測や連動発生地震の監視に寄与するため、発生した地震のすべり分布を迅速に推定する

ための手法を改良する。

副課題２の本年度の計画

 ・スロー地震について、地震波形の特徴について事例解析を進めるとともに、規模推定手法の開

発を行う。

 ・山体崩壊による津波の再現計算を行う。

 ・自動震源決定手法の問題点の調査を行い、手法の改善を行う。

 ・遠地実体波震源過程解析の自動解析手法を近地強震波形震源過程解析にも適用し、近地強震波

形震源過程解析の迅速化及び自動化の開発を行う。

副課題２の本年度の成果

 ・山体崩壊による津波について、実地形で崩落させた土砂の移動を計算して、その結果を津波計

算に与える方法を、歴史津波観測高の得られている 1741 年渡島大島及び 1792 年雲仙眉山の

事例に適用し、概ね妥当な予測結果を得た。

 ・スロー地震タイプの津波地震の規模を即時かつ適正に推定する手法として、変位を積分した波

形の振幅を用いて、地震の規模が推定可能であることを確認した。更に、遠地実体波のスペク

トル解析から、スロー地震タイプの地震の特徴抽出を行った。

 ・1998 年パプアニューギニアにおける海底地すべりによる津波に関して、以前の調査に加えて
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

地震観測点を追加して地すべりによる地震波が検出されるかどうか検証したが、地すべりによ

る地震波の相は検出されなかった。

  ・解析結果の公表までに時間を要していた遠地実体波震源過程解析の迅速化のため、自動解析

プログラムを改良し、領域端に生ずる見かけ上のすべりがより抑制された解が得られるように

した。また、スケーリング則に基づき解析パラメータを設定する同手法を近地震源過程解析に

導入し、2016 年 11 月の福島県沖の地震を解析し、適正に解が得られることを確認した。

 ・国内外で発生した規模の大きな地震に伴う地殻変動について干渉SAR解析を行った。このうち、

イタリア中部で発生した地震とフィリピンレイテ島で発生した地震については、震源過程解析

から得られたすべり分布との比較を行い、矩形断層モデルの推定を行った。

 ・単独観測で得られる地震動データから、津波来襲の可能性の検知が可能であるかどうか調査し

た。想定したセンサーは安価な MEMS 加速度センサーであり、加速度記録を積分して得られ

る 20 秒周期の変位を用いた。比較的最近発生した M8 クラス以上の地震のデータを用いて、

観測点近傍における M8 クラスの地震の発生が、誤検知はある程度含まれるものの識別可能で

あることを確認した。

 ・2011 年 (M6.1) と 2016 年 (M6.3) に茨城県北部において発生した２地震の震源過程を推定し

た。余震分布から、これらの 2 地震は全く同じ断層面の活動として解析した。2011 年の地震

の場合には震源近くに大きなすべりが推定された。2016 年の地震の場合には、震源からみて

北側の領域においてすべりが大きかったと推定された。2 地震は共通の断層面の活動ではあっ

たが、すべりが大きかった領域は重なりあってはいないとみられる。

 ・2014 年 7 月～ 2014 年 12 月までの連続地震波形を用いて、西南日本の南海トラフ沿いの

深部低周波地震活動に Matched Filter (MF) 法を適用してイベントの検出を行った。その結果、

5188 個のイベントを検出し、3744 個の震源を決定した。イベント検出の際の誤検出率は約

4.0% と低い値であるにも関わらず、MF 法で決定した震源数は一元化震源カタログに掲載さ

れている同期間、同領域の深部低周波地震数の約 2 倍となった。このことは MF 法により深部

低周波地震の活動推移を監視することが可能であることを示唆している。
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2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

B7 火山ガス観測による火山活動監視・予測に関する研究

研究年次： 2 年目／ 5 年計画（平成 28 年度～平成 32 年度）

研究代表者： 高木朗充（火山研究部　第三研究室長）

研究の目的

気象庁の噴火予警報業務の改善に資するために、火山ガスの観測によって水蒸気噴火など火山噴

火の前兆を早期に把握する監視手法を開発し、火山活動予測の高度化を図る。

研究の目標

火山ガスによる昼夜連続監視が可能な観測手法を開発するとともに、火山ガス組成の精密分析な

どによる火山ガス放出機構のモデル化を進めることで、化学的手法に基づく火山活動監視・予測手

法を確立する。

副課題１　火山ガス放出量観測に基づく火山活動監視・予測の研究

副課題１の研究担当者

高木朗充、谷口無我、福井敬一、長岡 優、森 健彦（火山研究部）、安藤 忍（地震津波研究部）

副課題１の目標

火山ガス放出量を昼夜連続監視可能な土壌ガス観測手法を開発するとともに、既存の火山ガス放

出量観測データや地殻変動データなど多項目の観測データを組み合わせた解析によって火山ガス放

出変動機構をモデル化し、火山活動監視・予測の改善を図る。

副課題１の本年度の計画

 ・土壌ガス連続観測装置の気象研究所構内における試験観測を継続する。得られたデータから土

壌ガスと気象条件等との関連を調査する。

 ・吾妻山で土壌ガス面的観測を実施するとともに、連続観測装置による観測を開始する。

 ・重点研究 B5「地殻変動観測による火山活動評価・予測の高度化に関する研究」と共同し、伊

豆大島にて土壌ガス面的観測を実施し、伊豆大島における土壌ガス放出の実態を把握するとと

もに、伊豆大島において観測されている短期的膨張・収縮地殻変動との関連の解明に取り組む。

 ・ひまわり 8 号等の衛星観測データなどリモートセンシング手法により、火山ガス放出活動の

規模評価を進める。

 ・気象場と噴煙拡散モデルを利用した、二酸化硫黄放出量算出法の開発を進め、測定値の高精度

化を進める。

副課題１の本年度の成果

 ・土壌ガス連続観測装置を吾妻山大穴火孔南方に設置し、観測を開始した。

 ・海洋気象観測船（啓風丸）の協力により、小型紫外分光計を用い、噴火活動が再開した西之島

の SO2 放出率観測（4 回目）を 2017 年 5 月に実施し、2015 年 10 月に観測されたレベル（約

500 トン／日）に戻っていることを確認した。神奈川県温泉地学研究所に SO2 放出率観測の

技術指導を行うと共に、箱根山において同観測を共同で実施し、2015 年噴火後も二酸化硫黄

の放出が継続していることを確認した（3 月）。

 ・SO2 放出率の連続観測化へ向けた取り組みの一環として、噴煙の一部分の濃度から SO2 放出率

の見積もりが可能かどうかの実証実験を諏訪之瀬島にて実施した。火山活動の変化によって生

じる桁オーダーの放出率の違いは見積もることが可能であることが得られたが、より誤差を少

なくするためには、より高度な噴煙拡散モデルとの融合が必要であることがわかった。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

 ・草津白根山、高原山（2 月予定）および伊豆大島（3 月予定）で土壌ガス面的観測を実施した。

 ・遠望観測による噴煙の高さと気象庁メソ客観解析データを用いて、火山から放出されている

H2O 量を推定した。適切なパラメータ（主に噴煙と外気との温度差）を用いると遠望観測資料

から季節変化を含まない形で火山活動を評価できる可能性があることを示した。

副課題２　火山ガス組成観測に基づく火山活動監視・予測の研究

副課題２の研究担当者

高木朗充、谷口無我、福井敬一、長岡 優、森 健彦（火山研究部）、北川隆洋（気象庁地震火山部）

副課題２の目標

火山ガス組成の連続観測と精密分析によって水蒸気噴火などの微細な前兆変動を検出するとと

もに、ガス組成変動機構のモデル化を行い、副課題１の成果と合わせ火山活動監視・予測技術の高

度化を図る。

副課題２の本年度の計画

 ・気象庁が整備した、多成分火山ガス連続観測装置によって得られたデータから火山ガス組成比

を精密に評価するため、解析手法の高度化を進める。

 ・機動観測用多成分火山ガス観測装置により、吾妻山、草津白根山、箱根山等で観測を実施し、

本装置および多成分火山ガス連続観測装置の性能を評価するとともに ､ 火山活動との関係を調

査する。

 ・気象庁が過去に実施した火山ガス濃度観測データを整理・評価し、火山活動との関連について

調査する。

 ・ 噴気孔から放出される火山ガスおよび火口湖の湖水や温泉水といった熱水試料を採取し、主要・

微量化学組成を分析して火山活動との関連について調査するとともに、多成分火山ガス連続観

測装置による組成比と噴気孔から採取した火山ガスの組成比とを比較調査し、連続観測装置の

性能を評価する。

 ・ 脱ガス機構のモデル化のために必要な知見を収集する。

副課題２の本年度の成果

 ・火山化学実験室にガスクロマトグラフ、イオンクロマトグラフ、原子発光分析装置等を設置し

調整するとともに、湿式分析環境を整備した。

 ・機動観測用多成分火山ガス観測装置を用い、九重山、西之島や樽前山において、可搬型の多成

分火山ガス装置を用いた観測を行い、直接火山ガス採取による分析値との比較検討に着手した。

また、これらのうち九重山では、気象庁が多成分火山ガス連続観測装置を設置しており、火山

ガス組成比を精密に評価するための解析に着手した。

 ・霧島山（硫黄山）、箱根山、吾妻山、硫黄島、草津白根山、高原山、雌阿寒岳、アトサヌプリ、

十勝岳、樽前山、焼岳、御嶽山において火山ガスを採取して化学組成の分析を実施した。この

うち、気象庁が整備した御嶽山の火山ガス連続観測装置で得られた組成比が２つのグループに

分かれている点に着目し、その原因が異なる二つの火口（1979 年噴火と 2014 年噴火）由来

であるという仮説を立て、現地で採取した火山ガスを分析したところ、その仮説が概ね正しい

ことを確認した。

 ・ 西之島と霧島山（新燃岳）では、採取した火山灰から水溶性火山ガスの付着成分の分析を実施

した。西之島では、塩化物イオンと硫酸イオンのモル比（Cl-/SO4
2-）が 2.0 と高く、高温の火

山ガスが関与していることがわかった。また、2017 年 10 月に噴火した霧島山 ( 新燃岳 ) では、

11 ～ 14 日に採取した火山灰の分析からは Cl-/SO4
2- モル比は 0.31 ～ 0.40 であったが、15、

16 日の火山灰の分析からは 0.055、0.022 と漸減した。これらの変化は噴火活動の低下を示

したものと思われる。この分析結果は噴火警戒レベルの引き下げの判断の一助となった。
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 ・ 霧島山（硫黄山）、草津白根山、蔵王山、硫黄島では、火口湖水や熱水に溶存する火山ガス起

源物質の分析を実施した。霧島山（硫黄山）では、Cl- と SO4
2- から計算される Cl/S 比が 2017

年 4 ～ 5 月にかけて上昇し 6 月末にかけて減少する時間変化を明らかにし、地震活動等の推

移と連動していることを示した。

  ・ 霧島山（硫黄山）、箱根山、吾妻山、高原山、アトサヌプリ、雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、焼岳、

御嶽山、伊豆大島、九重山、雲仙岳において火山ガスを採取するとともに化学組成および水素・

酸素安定同位体比の分析を実施した。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

C1 気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 大野木和敏（研究調整官）

研究の目的

地球温暖化による全球および地域レベルの気候・環境変化に関する情報の作成と適応策の策定に

貢献する。

研究の目標

①シームレス化を目指して気候再現性とともに短期・季節の予測精度に優れた高精度の地球シス

テムモデルを開発し、数年から数十年、さらに長期の気候・環境変動を対象とする予測を行う。

プロセスレベルの解析や古気候実験、各種感度実験を実施し、気候変動およびそれに関連する

気候と物質循環の相互作用に関わるプロセスやメカニズムを解明する。

②地域気候モデルを高精度化・高分解能化し、地球温暖化に伴う 21 世紀の気候変化予測を詳細

に行う。より信頼度の高い予測データを得るための手法を開発するとともに、データの活用に

必要な信頼性情報を開発し提供する。また、異常気象をもたらすような地域的な気候現象の予

測可能性を調べる。

③得られた成果により「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」報告や気象庁温暖化業務に寄

与する。

副課題１　地球システムモデルの高度化による気候・環境変動予測の高精度化

副課題１の研究担当者

行本誠史、尾瀬智昭、川合秀明、新藤永樹、吉田康平、楠 昌司、高谷祐平、今田由紀子、小畑 
淳、石田春磨、石井正好、村崎万代、水田 亮、遠藤洋和、仲江川敏之、保坂征宏（気候研究部）、

吉村裕正（予報研究部）、眞木貴史、直江寛明、田中泰宙、大島 長（環境・応用気象研究部）、

山中吾郎、辻野博之、浦川昇吾（海洋・地球化学研究部）、出牛真、足立恭将、坂井めぐみ（気

象庁地球環境・海洋部）、藪 将吉（気象庁予報部）、村上茂教（気象大学校）、神代 剛、荒川 理、

亀井 誠（気象業務支援センター）、鬼頭昭雄、野田 彰、杉 正人、相澤拓郎（客員）

副課題１の本年度の計画

① CMIP6 の基本的な実験（AMIP 実験、産業革命前スピンアップと基準実験、CO2 1%/yr 漸増実

験、CO2 瞬時 4 倍増実験、および歴史実験）を行う。さらに CFMIP、ScenarioMIP など主要な

Endorsed-MIP の実験を実施する。また、十年規模予測ための初期値化実験を実施し、予測実験

を開始する。

②地球システムモデルの気象庁全球モデル GSAM フレームへの移行を進め、エーロゾルモデル、

大気化学モデルとの結合部分、主要スキームの GSAM への組み込みを行う。

③大気大循環モデルの各物理過程（特に雲物理過程、境界層過程、積雲対流過程、陸面過程）に

ついて、中期的に取り組む改良・高度化を進める。

④気候変動および気候・物質循環相互作用に関するプロセス・メカニズムについて、引き続き以

下の実験・解析を進める。

　・雲微物理過程と大規模場の相互作用に関する実験および解析

　・成層圏気候変動に関する実験および解析

　・古気候実験および解析

　・気候予測の不確実性に関する実験および解析

　・大気−化学−エーロゾル相互作用に関する実験および解析
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　・ 陸域炭素循環過程に関する実験および解析

⑤全球非静力学フレームに基づく次世代気候モデルの開発を引き続き進める。

副課題１の本年度の成果

① ・ CMIP6 に向けた MRI-ESM2 を完成させ、産業革命前条件で 1000 年のスピンアップを行ない、

気候ドリフトの十分小さい初期状態を得た。その初期状態からスタートし、正式な CMIP6
の基本実験（DECK）である産業革命前基準実験、歴史実験、二酸化炭素年率１％漸増実験、

二酸化炭素瞬時４倍増実験、及び AMIP 実験を行った。ただし、アンサンブル実験のうち一

部のメンバーは未実施。

　 ・CMIP6 からの強制力データ提供が遅れているため、ScenarioMIP 等は未実施。

     ・ 十年規模予測のための初期値化実験システムを改良し、2016 年について初期値化実験と予

測実験を試験的に行った。

② ・気象庁現業全球モデル最新版 GSM1705 ベースのモデルに気象研究所開発の積雲スキーム

（Yoshimura）、雲スキーム（Tiedtke）を導入し、テスト実験を行った。

　 ・大気海洋結合部分の組み込み方法を決め、試験的なコーディングを行った。

③・MRI-CGCM3 から MRI-ESM2 への雲表現の大幅な改善について様々な要因を特定する解析

を行ない、国際会議等で報告を行った。

　 ・MRI-ESM2 に導入した太陽活動に関連する高エネルギー粒子に伴う大気化学効果を高度化

した。

 　・エーロゾルの有効放射強制力を推定した。その結果、全強制力は –1.14Wm–2 と見積もられ、

MRI-CGCM3 に比べて約 20% 小さくなった。エーロゾルの直接効果が強まった一方、間接

効果は弱まり、雲量よりむしろ雲の特性による寄与が大きいことがわかった。

④ ・CMIP5 マルチモデルデータを使用して海霧についての解析を行った。海霧の再現性を調査

した結果、MRI-CGCM3 の再現性が最も高いことがわかった。また、温暖化時の北半球の海

霧の変化を調査し、海面水温が高くなると北太平洋高気圧が弱くなることに伴い、海霧は北

太平洋西部で減少し、東部で増加することが示された。

     ・新たに開発した下層雲量の指標を用いて、気候感度を大きく左右する下層雲の将来変化の解

釈を試みた。この指標を用いると、温暖化した際に温度的な安定度が大きくなっても下層雲

が減少するという一見矛盾する変化をうまく説明できることがわかった。

　 ・MRI-ESM2 で再現される成層圏準２年周期振動（QBO）について、長期的変化傾向を調べ、

産業革命前から現在気候にかけて観測と同様に熱帯下部成層圏で QBO の振幅が弱化してい

ることが確認された。

　 ・火山噴火による日射減少や寒冷化で一般に減ると予想される植生の純一次生産について、地

球システムモデルの巨大火山噴火実験結果を用いて緯度別に調べたところ、高温への途上に

極大を持つ光合成特性と寒冷化による呼吸減少のため、中高緯度と反対に熱帯では火山噴火

寒冷化によりむしろ純一次生産が増加することが判明し、モデルに含まれていない降灰被害

を別とすれば、農作物の収穫量増加が示唆された。

     ・高解像度全球大気モデル MRI-AGCM3.2 による地球温暖化実験で降水量の変化を調べた。

年平均降水量より極端降水量の変化率が大きく、極端降水量の変化率は熱力学的に理論的に

期待される上限値に近いことがわかった。また、北極域において年平均降水量と極端降水量

が増加し、低緯度からの水蒸気輸送の増加が寄与していることが示唆された。

     ・SST 分布がもたらすの大気へのインパクトについて明らかにするため、海流をある程度表現

できる高解像度 SST(MGDSST：分解能約 0.25° ) を使って作成した全球客観解析プロダク

ト (JRA-55CHS) を境界条件として使用し、５km 分解能 NHM をを用いた長期ダウンスケー

リング実験を行うことにより、SST の表現の違いが気温、降水量、雲量等モデルの再現性に

どの程度寄与するか調査した。

⑤・ 気象庁現業全球モデル最新版 GSM1705 ベースのモデルに非静力学オプション、ダブルフ

ーリエ展開を組み込み、テスト実験を行った。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

副課題２　地域気候モデルによる気候変動予測に関する研究

副課題２の研究担当者

佐々木秀孝、村田昭彦、川瀬宏明、野坂真也、高藪 出、志藤文武（環境・応用気象研究部）、田

中昌太郎、山田 賢、西村明希生（気象庁地球環境・海洋部）、大泉三津夫（気象大学校）、栗原和夫、

伊東瑠衣、日比野研志（客員）

副課題２の本年度の計画

① NHRCM01 の物理過程の改良を行うなどして現在気候再現性の向上を図り、500km 四方程度

の計算領域における温暖化予測実験を行う。

② NHRCM02 による温暖化予測データの不確実性の評価、バイアス補正を含めた極端現象の将

来予測方法の検討を行う。

③ SST が気候再現性に与える影響についての評価を行う。

④地方固有の気候現象について、バイアス補正や不確実性を考慮した将来変化予測の方法につい

ての検討を行う。

副課題２の本年度の成果

① ・長野県を対象に NHRCM01 の実験を実施し、長野県が収集した北アルプス周辺の積雪の観

測データと比較したところ、北アルプスの入り組んだ地域において、高解像度実験によって

積雪の再現性が向上したことを確認した。

② ・NHRCM05 を境界値、強制力として格子間隔 2km でオフライン SiB を実行した。その際、

強制力の降水をメッシュ気候値で補正することにより、バイアスの低減に成功した。

　 ・NHRCM02 による将来予測の実験の結果、年最大 1 時間降水量及び 99 パーセンタイル値に

ついては、概して平均降水量よりも将来変化率が高くなることが分かった。

③ ・FORA-WNP30 の SST に時間・空間スムージングを施した SST による NHRCM の長時間積

分を実行した。その結果、平均場への SST の時空間分解能の影響は小さいが、豪雨に対し

てはスムージングの影響が大きいことが分かった。

④  ・NHRCM02 による温暖化予測実験の結果、北海道北西部での極端降水の将来変化率が高く

なることが判明した。４つのメンバーのデータを使うことにより、不確実性を見積もること

ができる可能性のあることが分かった。

　 ・北海道を除く日本域で、d4PDF 20kmNHRCM を基にした 5km 大規模アンサンブル過去実験

( 約 300 年 ) を実施することで、通常の計算では評価が困難な発生頻度の低い強い降雪の特

徴を把握した。また、地域別に極端降雪発生時の総観場の特徴を明らかにした。

　 ・中部山岳域を対象に NHRCM02 を用いた過去 16 年分の積雪再現実験を行い、立山 カルデ

ラ砂防博物館及び富山大学等と共同で観測した積雪データと比較することで、これまでは評

価か困難であった高い山での積雪の再現性を確認し、今後の山岳 積雪のバイアス補正を行

う上で必要不可欠な知見を得た。

　 ・NHRCM02 の将来予測実験の結果、将来のやまじ風の発生頻度がやや少なくなる可能性が

あることが分かった。
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C2 季節予報の高度化と異常気象の要因解明に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 尾瀬智昭（気候研究部　部長）

研究の目的

季節予報システムの改良と異常気象の要因解明を行い、現業季節予報の精度向上と適切な利用に

貢献する。

研究の目標

次世代季節予測システムを開発するとともに、異常気象の要因と予測可能性の解明を行い、季節

予報および異常気象の予測改善を図る。

①季節予測システムの全球大気海洋結合モデルおよび大気海洋初期値の改良と性能評価を通じ

て、将来（平成 31 年度以降）の現業季節予報システムを開発する。

②異常気象の実態とその予測可能性をデータ解析やモデル実験などによって明らかにし、異常気

象の要因解明を行うとともに異常気象予測を改善する。

③異常気象の要因解明や予測精度評価に必要な、再解析プロダクトなどの基盤データを整備する。

副課題１　季節予測システムの改良と性能評価に関する研究

副課題１の研究担当者

高槻 靖、高谷祐平、今田由紀子、齊藤直彬、小林ちあき、行本誠史、川合秀明、保坂征宏（気

候研究部）、山中吾郎、浦川昇吾、辻野博之、藤井陽介、豊田隆寛（海洋・地球化学研究部）小

森拓也、平原翔二、久保勇太郎、石川一郎、杉本裕之（気象庁地球環境・海洋部）

副課題１の目標

季節予測システムの全球大気海洋結合モデルおよび大気海洋初期値の改良と性能評価を通じて、

将来（平成 31 年度以降）の現業季節予報システムを開発する。

副課題１の本年度の計画

①季節予測システムについて、以下の開発を行う。

 ・次期季節予測システムとして、全球渦許容海洋モデルと高分解能（60km、モデルトップ

0.01hPa) 全球大気モデルを結合し、単体及び結合モデル実験（長期ラン）を実施しつつ改良する。

 ・構築した次期季節予報システム用 4 次元変分法全球海洋データ同化システムを用いて、渦許

容モデルを用いた予測実験のための海洋・海氷初期値の整備、評価する。

 ・熱帯海洋高分解能結合モデル実験を行い、熱帯不安定波動などが解像できることによる、平均

場と変動場に与える影響を評価する。

②現業季節予測システムについて、以下の評価を行う。

 ・現業季節予測システムのハインドキャストデータなどを用いて、北極振動、エルニーニョ現象

に伴う中高緯度大気変動などの年々変動の再現性、予測精度の評価を行う。

 ・現業季節予測モデルのインパクト実験等を実施して、エルニーニョ現象に関する特性評価や、

インド洋・大西洋などの海洋変動の影響を評価する。

副課題１の本年度の成果

①季節予測システムについて、以下の開発を行った。

 ・次期季節予報システムに用いる大気モデルの開発・改良と、海洋モデルとの結合化を本庁と協

力して行なっている。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

 ・次期季節予報システムに用いる全球渦許容海洋モデル（解像度 0.25°）の本庁における開発

を支援している。

 ・4 次元変分法による海洋同化、及び 3 次元変分法による海氷密接度の同化を適用した全球海洋

データ同化システムを完成させた。また、その解析値を用いて、全球海洋渦許容モデルを初期

化するスキームを開発した。

 ・次世代の季節予測システム開発に向けて、熱帯海洋高解像度結合モデルによりヒストリカル実

験を行った。熱帯海洋高解像度化により熱帯不安定波とそれに伴う大気の擾乱の再現、熱帯太

平洋 SST の低温バイアスや東西流速の過小評価傾向などが改善することを示した。また同モ

デルによるハインドキャスト実験を行い、東部太平洋赤道域 SST の予測スキルが改善するこ

とを示した。

②季節スケールの予測可能性及び現象メカニズムの解明に向け、以下の解析・評価を行った。

 ・現業季節予測システムのハインドキャストデータなどを用いて、予測可能性が低いと考えられ

てきた北極振動の予測可能性を評価した。冬前半に比べ、冬後半から春にかけては予測可能性

が高いことを明らかにし、これには冬後半に予測可能性が大きく増す成層圏循環が関係してい

ることを示した。

 ・現業季節予測モデルを用いた感度実験により、2016 年夏季前半の北西太平洋における台風活

動について、エルニーニョ現象の遅延影響により昇温したインド洋が夏前半の台風活動を抑制

することを明らかにし、台風予測可能性の季節依存性を指摘した。

 ・現業季節予測モデルを用いた感度実験により、2010 年夏季の熱帯大西洋の海面水温の高温偏

差が熱帯の対流圏温度を温め、インド洋では対流圏温度の南北コントラストが減少してインド

－北西太平洋モンスーンの弱化に寄与していたことを明らかにした。また、海面水温の上昇を

長期トレンド分とエルニーニョ現象の関係分に分けて評価すると、熱帯の対流圏温度に対して

は両者が同程度寄与していた。

 

副課題２　異常気象の要因解明と予測可能性の研究

副課題２の研究担当者

仲江川敏之、小林ちあき、原田やよい、釜堀弘隆、今田由紀子、黒田友二、吉田康平、村崎万代、

水田 亮、遠藤洋和（気候研究部）、吉村裕正（予報研究部）、太田行哉（気象庁予報部）、古林慎哉、

吉本浩一、竹村和人、佐藤大卓（気象庁地球環境・海洋部）、野口峻佑（客員）

副課題２の目標

①異常気象の実態とその予測可能性をデータ解析やモデル実験などによって明らかにし、異常気

象の要因解明を行うとともに異常気象予測を改善する。

②異常気象の要因解明や予測精度評価に必要な、再解析プロダクトなどの基盤データを整備する。

副課題２の本年度の計画

①成層圏の変動がもたらす異常気象の予測可能性を研究するため、成層圏・中間圏初期値の予測

インパクト実験を実施する。また、予測可能性の統計的法則を見出すため、アンサンブルハイ

ンドキャスト実験から 1979 年以降の多数の事例を解析する。

②長期 AMIP 実験（文科省創生プログラムで実施）を解析し、過去 100 年に観測された対流圏

および成層圏の気候変化の要因を検討する。

③次期再解析（JRA-3Q）の開発に資するため、JRA-55 再解析について、以下の調査を行う。

 ・JRA-55C データ同化システムによる再解析実験やダウンスケーリング実験を行い、海面水温

やオゾンなどの境界条件が再解析データに与える影響についての調査を行う。

 ・熱帯季節内変動、ENSO や温暖化に関連した大気の中長期変動について JRA-55 ファミリーの

相互比較を含めた調査を行い、JRA-3Q において改善すべき点や実施するファミリーの構成を

検討する。
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④社会的に影響の大きな異常気象が発現した場合には、関連するデータを収集・解析し、その実

態と要因の解明を速やかに行う。

副課題２の本年度の成果

①成層圏の変動がもたらす異常気象の予測可能性について、以下の研究を行った。

 ・熱帯下部成層圏 20hPa 付近で成層圏準二年振動に伴う東風が強い時に、北半球夏季季節内振動

の振幅が極端に強くなる傾向があることを明らかにした。

 ・1958 ～ 2015 年の JRA 再解析データを用いて、太陽活動が高い時期と低い時に 2 分割し、そ

れぞれの時期における北大西洋振動指数に対する回帰解析を加速成因別の東西平均運動量加速

量および波エネルギーに対して行い比較し、太陽活動に伴う NAO の変調が、エネルギー及び

運動量の観点からどのように起こっているかを調べた。

 ・衛星観測の利用可能期間に対し、観測データを用いて太陽活動の北大西洋域への影響について

回帰解析を使って調べた。

 ・気象研で開発した地球システムモデルの過去再現実験の結果を用いて太陽活動１１年周期変動

の影響の解析を行った。

 ・冬季亜熱帯ジェットの維持と変動メカニズム、環状モードとの関係、北半球と南半球のそれら

の比較を行った。

②長期 AMIP 実験や観測データを用いて、長期気候変化について以下の研究を行った。

 ・2016 年のアジア域の異常高温頻発について気象研高分解能（60 ㎞）大気モデルを用いた過

去 60 年 100 メンバーのシミュレーション（d4PDF）を用いて解析し、温暖化の寄与率の時空

間変化の特性を調査した。

 ・日本域の極端降水の長期変化について、観測と全球モデル大規模アンサンブル実験（d4PDF）
の比較を行った。観測（気象官署 51 地点平均）の Rx1d（年最大 1 日降水量）および Rx5d（年

最大 5 日降水量）は、過去 100 年スケールでは増加トレンドだが、過去 60 年では増加して

いなかった。モデルによる過去 60 年の Rx1d と Rx5d のトレンドは、減少から増加まで幅広

く分布した。すなわち、過去 60 年程度の日スケールの大雨のトレンドにおいてはシグナルが

ノイズに比べて十分に大きくないことが示唆された。

 ・ENSO の中緯度循環への影響のうち、帯状平均場への影響メカニズムについて、再解析プロダ

クトを用いて調べた。El Nino 時の EP flux の収束、発散偏差と子午面循環偏差が整合的である

ことを確認し、波活動偏差により子午面循環偏差が生じ、中緯度域は上昇流偏差となり、低温

偏差傾向になることがわかった。

 ・19 世紀末以降の東海地方における区内降水量観測のデータレスキューにより、過去 120 年間

に大雨頻度が増加していること、またこの増加と同時に大きな数十年規模変動も見られること

を示した。

③ JRA-55 再解析データの特性について、以下の研究をおこなった。

 ・再解析における東西波数 2 の惑星規模波動の振幅は、観測データセットと比較して、成層圏

圏界面付近より上層で寡少傾向が顕著であること、成層圏のいずれのレベルでも寡少傾向が共

通してみられていることが分かった。

 ・FX100 に移植した再解析システムを用いて、JRA-55C の SST を従来の低解像度版から高解像

度版に変更した実験を行った。高解像度 SST を用いた影響が黒潮域およびメキシコ湾流域で

熱フラックスや降水量場に顕著に表れていることを見出した。

 ・JRA-55 におけるエネルギー収支の評価を観測および他再解析との比較により行った。JRA-55
は大気上端における上向長波放射が大きく、約 10W/m2 の射出超過であることが分かった。

④社会的に影響の大きかった 2016 年のアジア域の異常高温頻発に対してイベント・アトリビュ

ーションを実施した。2016 年のアジア域の異常高温頻発に対して、2015 年末から 2016 年

春頃まで持続したエルニーニョが影響を与えていたものの、人間活動による地球温暖化が無け

ればこのような事態は起こり得なかったことを示した。
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C3 地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究

研究年次：4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 高薮 出（環境・応用気象研究部　部長）

研究の目的

東アジア、西部北太平洋におけるエーロゾル、オゾン、温室効果ガス等の観測を通じ当該物質の

実態把握と変動メカニズムを解明すると共に、化学輸送モデルとデータ同化・解析技術を用いて地

球環境の監視・診断・予測技術を高度化させ、サイエンスコミュニティや気象業務等に貢献する。

副課題１　エーロゾルの監視

副課題１の研究担当者

五十嵐康人、梶野瑞王、足立光司、川端康弘（環境・応用気象研究部）、財前祐二（予報研究部）

山崎明宏、石田春磨、工藤 玲（気候研究部）、永井智広、酒井 哲、吉田 智（気象衛星・観測シ

ステム研究部）佐藤陽祐、猪股弥生、内山明博、内野 修（客員）

副課題１の目標

 ・エーロゾル粒径、組成、混合状態、光学特性、鉛直分布のデータ蓄積とデータ公開

 ・エーロゾル素過程、物理・化学過程を考慮した詳細モデルの開発

 ・視程情報高度化に向けたもや・煙霧・黄砂現象を区別する観測手法の開発

副課題１の本年度の計画

①モニタリング・電顕分析

 ・つくばや野外観測で得られた試料の観測、個別粒子分析を行う。データの公開を行う。

②長距離輸送エーロゾル

 ・東アジア起源のＰＭ 2.5、黄砂等を対象に、西日本・山岳での観測、サンプル分析を行う。

③予測モデル開発

 ・3 モーメントビン法を実装した NHM-Chem により東アジアスケール及び国内都市スケールの

過去再現実験を行い、パフォーマンスを評価した後、本庁に納入する。

④視程情報高度化

 ・つくばで、偏光ＯＰＣ、サルフェートモニター、視程計（測器センター）による連続測定を実

施し、電顕分析との比較を行う。春季に西日本（福岡）を対象とし、エーロゾルモデルを用い

た視程予測実験を行う。

⑤光学特性観測

 ・引き続き放射・光学特性観測点で連続観測を行い連続観測データの解析を進める。

 ・観測から解析されたエーロゾルの微物理・光学特性の結果のデータベース化を進める。

⑥鉛直分布観測（ライダー）

 ・エーロゾルライダーによる対流圏・成層圏エーロゾルの連続観測を継続し、その分布状況をモ

ニタリングする。

 ・定期的にデータ解析を行い、データ質の評価及び火山噴火等の影響を監視する。

副課題１の本年度の成果

①モニタリング・電顕分析

 ・有機エーロゾルの加熱特性にかかわる研究成果をまとめ論文発表を行った（Adachi et al., 2018 
AST）。

 ・電顕データ公表用のデータベースを構築するとともに、そのデータを用いてモデルとの比較実
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験を進めた。

②長距離輸送エーロゾル

 ・福岡や北極域での観測を行い、長距離輸送エーロゾルの解析を進めた。

③予測モデル開発

 ・NHM-Chem のエアロゾル表現の高度化を行った。(1) 電顕から得られた情報に基づいて領域気

候計算用 5 カテゴリ法を新たに確立し、(2) 世界標準手法である大気質計算用 3 カテゴリ法、

(3) 高速化を実現した現業予測用バルク平衡法の 3 手法を実装し、東アジアにおけるエアロゾ

ルの物理・化学・光学特性の整合性評価と、無機物質の領域収支（発生、輸送、変容、沈着）

の整合性評価を行い、論文にまとめた。

④視程情報高度化

 ・つくばでのエアロゾル観測データ（偏光 OPC など）を用いて、非降水時の視程（消散係数）

を再現する実験を行った。MASINGAR に実装された計算方法による再現性は、比較的良好で

あることがわかった。

⑤光学特性観測

 ・放射・光学特性観測点において連続観測が順調に行われ、連続観測データの解析を進めている。

 ・スカイラジオメータのデータ管理・解析システムの改良を行い、データ解析・データ転送シス

テムを構築した。解析した日々一次処理結果は、気象研究所モデル検証として提供した。また、

2017 年 12 月に打ち上げられた衛星 GCOM-C の地上検証としても解析データが使われている。

⑥鉛直分布観測（ライダー）

 ・エーロゾルライダーによる連続観測を継続し、観測データを解析した。

 ・成層圏エーロゾル長期観測データを外部機関（NCAR, リーズ大学 , メリーランド大学）に提供

した。

 ・オゾンライダーの観測結果を副課題 4 に提供し、化学輸送モデル（MRI-CCM2）との比較検

証を行った。

 ・2017 年 8 月以降に成層圏最下部で観測された森林火災起源と思われるエーロゾルについて、

本庁環境気象管理官に情報提供を行った。

 

副課題２　オゾン及び関連物質の監視

副課題２の研究担当者

永井智広、酒井哲、吉田 智（気象衛星・観測システム研究部）、内野 修（客員）

副課題２の目標

 ・対流圏オゾンライダーによる観測の継続によるデータ蓄積とデータ公開

 ・対流圏 NO2 ライダーの開発

 ・ライダー観測データを用いた化学輸送モデルの改良への貢献

副課題２の本年度の計画

開発したライダーを用い、対流圏オゾンと二酸化窒素の鉛直分布の同時観測を行い、データの評

価を行う。

副課題２の本年度の成果

二酸化窒素観測用ライダーについて、改良した波長変換方式を用いても送信光学系に損傷が生じ

たため、損傷条件などの詳細の調査を進めた。

副課題３　大気・海洋の炭素循環に関する観測と診断解析
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副課題３の研究担当者

松枝秀和、石井雅男、小杉如央、遠山勝也、小野 恒、澤 庸介、坪井一寛、丹羽洋介、堤 之智（海

洋・地球化学研究部）、増田真次、笹野大輔、小嶋 惇、飯田洋介、川﨑照夫、細川周一、古積健

太郎（気象庁地球環境・海洋部）、横内陽子、齋藤尚子（客員）

副課題３の目標

 ・二酸化炭素同位体連続観測の実施と温室効果ガス観測データベースの構築

 ・上記データベースを用いた温室効果ガス発生源の観測的評価とモデル診断解析

 ・水中グライダーによる高頻度の海洋内観測の実現や分光光度法による pH 測定法の高効率化な

ど、海洋物質循環観測の高度化による大気・海洋炭素循環過程や海洋酸性化実態の理解の促進

副課題３の本年度の計画

大気炭素循環解析

①微量気体の観測

 ・ 綾里・与那国島・南鳥島・父島の大気観測所におけるラドン濃度と水素等の微量気体（父島）

の観測を継続し、過去のデータと併せてデータベースを更新する。

 ・南鳥島のハロカーボン観測について、採取試料の分析を気象研にて開始する。綾里にて酸素濃

度連続観測を開始する。

②観測技術の標準化・高度化

 ・二酸化炭素安定同位体測定装置の実用化試験を行う。気象庁と標準ガス比較実験を年 2 回実

施し、これまでの実験結果も踏まえながら、気象庁から要請のある標準ガス較正装置更新およ

び新手法の確立の技術検討を行う。現業化を見据えた次世代の観測技術（酸素、ハロカーボン

類、14CO2 等）の確立のために、気象庁と協力して航空機観測や大気観測所で採取した実大

気試料を用いた検証分析を継続して実施する。

③微量気体変動の解析

・更新されたラドンのデータベースを用いて、数日スケールの短周期変動におけるラドンと他の

微量気体組成との比の長期変化を詳細に解析し、アジア大陸の発生源の変化傾向を定量的に把

握する。

④アジアの微量気体発生源の評価

 ・実験検証を終えた４次元変分法（4D-Var）によるデータ同化システムを導入した逆解析手法に、

実際の観測データを適応して、高解像度で精度の高い CO2 フラックスを算定し、アジアの発生・

吸収源の再評価を行う。

海洋炭素循環解析

①水中グライダー運用試験

 ・房総半島南東の黒潮再循環域において、4 月～ 6 月に 60 日間程度の運用試験を行う。これに

より冬の深い鉛直混合の状態から夏への成層化と生物生産期における物理的・化学的な海洋鉛

直構造の変化を把握する。合わせて運行性能や観測性能などを確認し、データ処理方法の開発

を進める。

②観測手法高度化

 ・使用する分光器の違いによる pH 測定値の違いを評価する。

 ・スクリプス海洋研が主催する海水中の全炭酸・全アルカリ度・pH 測定の国際比較実験に参加し、

国内外他機関との測定値の整合性を確認する。

 ・CRDS 法による海水 CO2 分圧測定試験を行い、性能を評価する。

③亜熱帯域トワイライトゾーン

 ・東経 165 度の亜寒帯・亜熱帯移行領域から亜熱帯域にかけて海洋亜表層で観測されている溶

存酸素濃度の 10 年スケール変動の状況を解析し、その原因を究明する。全炭酸濃度や溶存酸

素濃度の観測データから、亜熱帯域とその周辺域における人為起源 CO2 の蓄積速度を評価する。

④モード水形成域

 ・海洋物質循環モデルの結果を活用して、モード水形成などサブダクションによる海洋内部への

−　72　−

2.2.1.  重点研究、一般研究2.2.  研究年次報告



－ 73 －

2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

人為起源 CO2 輸送速度を評価する。北西太平洋のモード水形成域とその周辺海域における海

洋表層 CO2 分圧や全炭酸濃度の長期変化や季節変化を評価する。

副課題３の本年度の成果

大気炭素循環解析

①微量気体の観測

 ・データベースを更新し、ハロカーボンと酸素の観測を開始した。

②観測技術の標準化・高度化

 ・同位体の実証試験を開始し、標準ガス比較実験と実大気検証分析を実施した。

③微量気体変動の解析

 ・発生源変動に関連する微量気体組成比の長期変化傾向を初期解析した。

④アジアの微量気体発生源の評価

 ・ 初期解析による CO2 の発生源・吸収源の再評価を進めた。

海洋炭素循環解析

①水中グライダー運用試験

 ・平成 29 年 5 月～ 6 月に本州南東沖の亜熱帯循環域で、水中グライダーによる低気圧性中規模

渦の断面観測に成功した。低気圧性渦の中心付近で、上昇流による栄養塩供給が亜熱帯域亜表

層の生物生産を活発化させていることを実証できた。

②観測手法高度化

 ・ 平成 29 年 10 月～ 12 月に、学術研究船白鳳丸の航海に参加し、三陸沖と本州南方の亜熱帯

循環域で、キャビティリングダウン分光装置（CRDS）による海洋表層 CO2 分圧観測と、分光

光度法による全アルカリ度観測の同時航走観測に成功した。

 ・ 米国・スクリプス海洋研究所が主催した海水中の全炭酸濃度・全アルカリ度分析の国際比較実

験に参加し、気象研究所と気象庁のこれらの測定が世界の先端レベルにあることを実証できた。

③亜熱帯域トワイライトゾーン

 ・ 気象庁海洋観測定線の東経 165 度の海洋内部の酸素濃度の長期観測データの解析を進め、親

潮域と比較した。北太平洋西部の貧酸素化傾向が、親潮域から亜熱帯域北部や亜熱帯・亜寒帯

移行領域に伝播している様相を明らかにできた。

④モード水形成域

 ・ 海洋物質循環モデル結果のラグランジュ解析により、大気から海洋への人為起源 CO2 吸収速

度が 1990 年半ばに毎年 2.04 PgC、モード水形成などサブダクションによる海洋内部への輸

送速度が毎年 4.96 PgC であり、海洋内部から表層へのオブダクションによる輸送速度が 4.50 
PgC と評価できた。海洋内に蓄積された人為起源 CO2 が海洋循環によって表層に戻る過程や、

表層混合層から海洋内部への拡散が、海洋における人為起源 CO2 の輸送に重要なことが分か

った。

 ・ 気象庁海洋観測定線の東経 137 度における海洋表層 CO2 の長期観測データの解析手法を改良

した。黒潮の南の北緯 32 度から 20 度付近の亜熱帯循環域では、海洋表層の CO2 増加速度が、

大気の CO2 増加速度と同等で、近年、加速傾向にあることが分かった。

副課題４　化学輸送モデル・同化解析技術の開発・高度化

副課題４の研究担当者

眞木貴史、直江寛明、関山 剛、田中泰宙、大島 長、梶野瑞王（環境・応用気象研究部）、丹羽洋介（海

洋・地球化学研究部）、出牛 真、福山幸生、中村 貴、池上雅明、鎌田 茜、小木昭典、辻健太郎、

須藤大地（気象庁地球環境・海洋部）、柴田清孝、弓本桂也、板橋秀一（客員）

副課題４の目標

 ・全球化学輸送モデル（エーロゾル、オゾン）高度化及び大気化学統合モデルの開発
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 ・オンライン領域化学輸送モデル開発とオフライン領域化学輸送モデルの高度化

 ・全球化学データ同化の高度化（現業化）及び領域化学データ同化手法の開発

 ・化学輸送モデルとデータ同化技術を用いた応用研究（大気組成再解析、視程、放出量逆推定等）

の実施

副課題４の本年度の計画

①全球化学輸送モデル

 ・引き続きエーロゾル、オゾンを対象とした全球化学輸送モデルの改良を行うと共に、両モデル

の統合モデル構築作業を継続する。

②領域化学輸送モデル

 ・研究懇談会で受けた要望事項（初期場作成への協力、高解像度モデルの開発）を継続すると共に、

オンライン版についても開発を進める。NHM-Chem のアンサンブルシミュレーションを行い、

確率論的なメソ化学輸送モデル利用の可能性について探る。

③データ同化

 ・NHM-Chem-LETKF のプロトタイプ版を改良する。

 ・MASINGAR- データ同化システムの改良を進め、ひまわり 8/9 号のデータ利用を念頭に置いた

全球エーロゾルシステムの本庁への移植支援を行う。

 ・複数衛星観測データの利用を可能とする二酸化炭素データ同化システムの改良を行う。

④応用研究

 ・排出量逆推定手法の改良を進める。

 ・次期 JRA-3Q 再解析のオゾン境界条件を作成するために、衛星観測データの評価、バイアス補

正法の開発等を行う。

 ・エーロゾル再解析値プロトタイプ版の評価・検証を行う。

副課題４の本年度の成果

①全球化学輸送モデル

 ・全球エーロゾルモデル等の改良を引き続き実施して気象研究所 CMIP-6 用地球システムモデル

の開発に貢献すると共に、統合モデルの開発を進めた。

②領域化学輸送モデル

 ・観測データナッジングに関して本庁に技術支援を行うと共に、高解像度版モデルの開発を進め

た。

③データ同化

 ・ひまわり 8 号データ同化システムの論文を発表すると共に気象研究所において毎日準リアル

タイムで実行する環境を整えた。

④応用研究

 ・エーロゾル再解析（JRAero）Ver. 1 を開発し、論文で発表すると共にデータを公開した。

 ・JRA-3Q 用オゾンに関して継続的なオゾン衛星観測がはじまった 1978 年から最新 (2016 年 )
までの期間、利用できる全ての Level 2 オゾン全量データを収集し、地上観測から衛星測器毎

のバイアスや経年ドリフトを評価した。

 ・BC 逆推計に向けた準備を行った。
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c4 放射収支の監視システムの高度化と気候変動要因解明に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 山崎明宏（気候研究部　第三研究室主任研究官）

研究の目的

気候変動を決定づける大気放射収支の変動とその主要因となる雲・エーロゾルの監視技術の高度

化と気候変動への影響解明を目的とする。

副課題１　気候変動（放射収支）・大気環境監視のための観測システムの構築

副課題１の研究担当者

山崎明宏、石田春磨、工藤玲（気候研究部）、石元裕史（気象衛星・観測システム研究部）、湯浅

大樹（気象庁地球環境・海洋部）、内山明博（客員）

副課題１の目標

大気放射収支とその変動要因を監視するために「①日射・放射観測の高度化と連続観測システム

の構築」、「② 雲・エーロゾルの推定技術の高度化」を実施する。

副課題１の本年度の計画

 ・全天分光日射計の検定法の改良を進める。

 ・地上設置及び衛星搭載の放射計データからの雲物理量の推定法の開発・改良を引き続き行う。

 ・太陽周辺光の分布画像を撮る手法の開発を引き続き進める。

 ・EarthCARE 搭載ライダーと放射計を使ったエーロゾルの推定アルゴリズムの開発を引き続き行

う。更に、それにより導出された値から大気放射収支を評価するための解析アルゴリズムの開

発を行う。

 ・より現実的な大気場に対応した放射伝達計算コードの開発・改良を行う。

副課題１の本年度の成果

 ・分光型全天日射計をハワイ島マウナロア観測所で検定し、検定値を得た。

 ・ スカイラジオメータを月光観測による夜間観測が行えるように改良し、試験的な観測を行った。

太陽・月センサーによる月の自動追尾については、満月から半月頃まで自動追尾できることを

確認できた。

 ・ 晴天～太陽からの光を飽和せずに記録できる広ダイナミックレンジの全天カメラを開発し、

JAXA の設備を用いて校正を行った。また、ダイナミックレンジは通常のデジタルカメラと同

等だが、可視と赤外波長の 2 つのカメラを搭載した手のひらサイズの全天カメラを開発した。

両全天カメラとも、ハードウェアを試作した段階であり、今後実用に耐えるか試験を重ねてい

く。

 ・ 可視波長全天カメラ、赤外波長カメラの校正や解析のために、それぞれが観測する物理量を計

算するフォーワードモデルを開発した。そして、赤外カメラ用のフォーワードモデルにより、

実観測との比較を行い、良好な結果が得られた。また、雲底高度推定の可能性について調べた

結果、空間一様性の高い雲であれば、十分に可能性がある事が分かった。

 ・ 開発していたスカイラジオメータの雲物理量推定手法では、局所解に陥りやすく、正しい解が

得られない懸念があった。それを改善するため、大局的な解を得ることが出来る実数値遺伝的

アルゴリズムを開発し、導入した。しかし、計算負荷を実用的な範囲に抑えたやり方では、従

来の方法とあまり差が出ないことが分かった。そこで、コーディングの高速化と別なアルゴリ

ズムである進化戦略の導入を検討した。
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 ・ EathCARE 衛星のエアロゾルの研究プロダクトの開発を進めている。EarthCARE 打ち上げ前の

ため、既存衛星の CALIPSO と MODIS のデータを使ったアルゴリズムの試験を行っている。

地表面アルベドの影響もあり、エアロゾルが薄い時に、MODIS のデータが推定結果に悪影響

を及ぼしていた。これを回避するため、MODIS のデータに対して、エアロゾルの光学的厚さ

に依存した重みづけをすることにより、安定して推定結果を得られるようになった。

 ・ EarthCARE 衛星のエアロゾル標準プロダクトの開発を進めており、EarthCARE 搭載ライダーか

らエアロゾルと雲の光学特性を導出するアルゴリズム開発に着手した。通常行われる鉛直方向

の平滑化に加え、水平方向の平滑化を加えることにより、より良い推定結果が得られることが

分かった。また、標準プロダクトの処理には、20 分の制限時間がある。この時間内に処理を

終えるため、コードの並列化を行い、成功した。

 ・ 人工衛星や地上設置の放射観測データによる雲種識別の精度向上及び利便性向上のため、複数

の機械学習アルゴリズムを組み合わせた識別手法を提案し、プログラムを作成した。試験事例

として夜間低層雲の識別に使用し、妥当な識別結果が得られた。

 ・ 現実的な大気場に対応した放射伝達計算コードの開発の一環として、三次元放射伝達計算手法

の開発・改良を引き続き実施した。特に今年度は、広帯域フラックスの計算を可能にした。ま

た、開発した計算コードを高解像度大気モデルの出力データに対して応用し、雲内部の微細な

空間構造と放射エネルギー収支の関係を評価した。

 ・ 2018 年度打ち上げ予定の人工衛星 EarthCARE に搭載される高波長分解能ライダー、レーダー、

及び多波長イメージャーを活用した地球放射収支及び大気環境監視のため、これらのセンサー

を複合利用した放射量推定プログラムの開発を引き続き実施した。特に今年度は、衛星模擬デ

ータによる試験解析によって改良すべき点を調査し、その結果に基づいてプログラムを修正し

た。

副課題２　観測データから放射収支へ影響を与えている要素の評価と変動特性の解明

副課題２の研究担当者

山崎明宏、石田春磨、工藤玲（気候研究部）、湯浅大樹（気象庁地球環境・海洋部）、内山明博（客員）

副課題２の目標

副課題１で開発された観測システムで得られたデータを元に、大気放射場の季節～年々変動とそ

の要因を解明する。

副課題２の本年度の計画

 ・引き続き過去の放射計データ及び光学特性測定データの解析を進め、エーロゾル特性の時空間

変動を解析する。

 ・ 引き続きスカイラジオメータとライダーデータを解析し、エーロゾルの時空間変動を解析する。

副課題２の本年度の成果

 ・つくばのスカイラジオメータとライダーのデータを使ったエアロゾルの鉛直分布の季節変動を

解析し、さらに、その結果を一次元大気境界層モデルに入力することで、大気境界層の発達に

対するエアロゾルの影響評価を行った。その結果を論文にまとめ、投稿した。

 ・約 10 年分の SKYENT 観測網（日本、韓国、タイ）のスカイラジオメータのデータを解析し、

エアロゾル組成を導出した。既存の知識の通り、大陸寄りになるほど、エアロゾルが増えてい

ること、離島などで海塩粒子が多く出ることが示された。今後、季節、年々変動について解析

していく。

 ・約 10 年分の SKYNET と AD-Net の観測網（日本、韓国、タイ）のスカイラジオメータとライ

ダーのデータを解析した。まだ処理が終わったばかりのため、結果は出ていないが、エアロゾ

ルの光学特性を大気境界層と自由大気に分けて解析することで、輸送されるエアロゾルの変動
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に着目した解析を行っていく予定。

 ・CALIPSO-MODIS 複合解析によるエアロゾルの全球分布の解析を行った。1 年分の結果を

MODISの標準プロダクトと比較したところ、概ね同等の光学的厚さを得ることが出来た。今後、

感度実験により、与えた仮定に対する影響を評価していく。
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

c5 雪氷物理過程の観測とモデル化による雪氷圏変動メカニズムの解明

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 保坂征宏（気候研究部 第六研究室長）

研究の目的

雪氷圏変動の実態把握のため、地上観測装置及び衛星リモートセンシングによる雪氷物理量の観

測・監視を行い、それらを基に雪氷放射過程や積雪変質過程などの物理プロセスモデルを高度化し、

雪氷圏変動メカニズムの解明及び予測精度向上に資する。

研究担当者

谷川朋範、庭野匡思（気候研究部）、青木輝夫（客員）

研究の目標

　地球温暖化の影響が最も顕著に現れる雪氷圏変動の実態把握、変動メカニズム解明、予測精度

向上のため、放射伝達理論に基づき、以下の 3 つの研究を実施する。

①雪氷物理量を測定するための新しい技術開発と連続観測

　　雪氷物理量を測定するための近赤外カメラ、全天分光日射計、波長別アルベド・反射率測定

装置、カーボン・エーロゾル分析装置等の開発・改良、及び放射伝達理論に基づいた解析アル

ゴリズムを開発する。これらの装置と自動気象観測装置を合わせて雪氷の放射特性、物理特性

の長期監視を行う。

②積雪・エーロゾル等放射過程の改良と衛星による雪氷物理量の監視

　　積雪・エーロゾル等の非球形粒子の光学特性を精度良く計算するための非球形散乱モデル、

及び光吸収性エアロゾルの混合モデルを改良する。また、これらを用いて衛星リモートセンシ

ング・アルゴリズムを改良し、主に極域及び日本周辺における雪氷物理量の空間変動と 15 年

以上の監視を行う。さらに、下記③の積雪変態・アルベド・プロセス・モデル（SMAP）（Niwano 
et al.,2012）における衛星データの利用試験を行う。

③各種ホストモデルで使用できる雪氷物理プロセスモデルの高度化

　　地球システムモデルや領域気象予測モデル等で使用できる雪氷放射過程や積雪変質過程な

どの精度向上を図り、積雪アルベド物理モデル（PBSAM）（Aoki et al.,2011）による短波アル

ベドの精度で 5％、SMAP による積雪深の精度で 10％以上を目標とする。さらに、JMA-NHM
への SMAP モデルの組み込み試験を行う。

本年度の計画

①雪氷物理量を測定するための新しい技術開発と連続観測

 ・札幌、芽室、長岡における放射・気象・積雪等の観測を継続する。札幌・長岡においては、積

雪サンプルについて不純物濃度を分析する。

 ・同時に、平成 27 年度に開発した濾過フィルター透過率測定装置から BC 濃度を測定し、カー

ボン分析装置を用いて推定した値と比較・検証を実施する。

 ・平成 27 年度に開発した野外用の積雪中近赤外反射率測定装置を用いた観測テストを多数実施

し、積雪粒径の鉛直分布を抽出するためのアルゴリズムの精度向上に取り組む。

 ・SMAP で計算される積雪粒径と全天分光日射計の測定結果の相互比較を引き続き継続する。平

成 27 年度に導入した改良型雨量計の捕捉率評価を実施する。

②積雪・エーロゾル等放射過程の改良と衛星による雪氷物理量の監視

 ・衛星データから積雪粒径及び不純物濃度の高速計算可能なリモートセンシング・アルゴリズム

のさらなる改良を行う。平成 29 年度後半に打ち上げ予定の GCOM-C/SGLI データの実解析を

想定し、極域及び日本周辺における積雪物理量の空間変動と長期変動モニタリングを行う。ま

た海氷の検知精度の向上等を目的とした海氷放射伝達モデルを開発する。

−　78　−

2.2.1.  重点研究、一般研究2.2.  研究年次報告



－ 79 －

2.2.1.　重点研究、一般研究2.2.　研究年次報告

③各種ホストモデルで使用できる雪氷物理プロセスモデルの高度化

 ・日本周辺域、及びグリーンランドに適用されている SMAP モデルと JMA-NHM の結合システ

ムを用いた長期気候計算を行い、精度評価を実施する。具体的には、地上気象要素の AWS デ

ータとの比較、モデルで計算された表面積雪粒径の衛星抽出データとの相互比較を行う。

本年度の成果

①・札幌、芽室、長岡における放射・気象・積雪の観測を継続し、北見における観測の活用を開

始した。このうち札幌では 2017 年 11 月に自動気象観測装置の老朽化したセンサー（放射

計、気圧計、雪温計）の更新の更新を行った。札幌・長岡・北見では定期的な積雪サンプリ

ングを行い、積雪中不純物濃度の冬期間の季節変動の監視を行った。初期結果からは、過去

に札幌と長岡において得られた特徴と定性的には同様の傾向があることが示唆された。積雪

サンプル等の BC 濃度について、濾過フィルター透過率測定装置とカーボン分析装置による

測定を行い、比較・検証を進めた。SMAP で計算される積雪粒径と全天分光日射計の測定結

果の相互比較を引き続き継続した。改良型雨量計と従来型雨量計での冬期の降雪量の相互比

較を継続した。

　・つくばの大気中の光吸収性エアロゾル成分である黒色炭素 (BC)、有機炭素 (OC)、ダストの

分析・監視を通年で継続した。

　・可搬型積雪粒径測定装置（積雪中近赤外反射率測定装置）について、長岡等における多数の

フィールドテストを活かして開発・改良を進めた。現地で積雪が混入するという問題を解決

し、現場観測で実用可能なバージョンの完成につなげた。

②・海氷の検知精度の向上等を目的として、気泡・ブラインなどを含む大気－積雪－海氷系の多

重散乱放射伝達モデルの開発に取り組んだ。海氷の大気上端・下端の波長別アルベド、反射

率の計算が可能になった。

　・ひまわり 8 号データによる積雪域の検知手法に関するプロダクトの改良を行い、従来より

も積雪検知率が飛躍的に向上することが確認された。また質的情報を含む新規積雪プロダク

トの開発に着手した。

　・衛星データから積雪粒径及び不純物濃度を評価するためのリモートセンシング・アルゴリズ

ムをさらに改良した。

　・平成 29 年 12 月に打ち上げられた GCOM-C/SGLI データの実解析を想定し、MODIS 等の既

存衛星データを用いて極域及び日本周辺における積雪物理量の空間変動と長期変動モニタ

リングを行った。

③ ・ NHM-SMAP v1.00 が完成した。 2011-2014 年のグリーンランド氷床における精度検証を

行い、良好な結果を得た（Niwano et al., 2018）。グリーンランド氷床において 1980 年から

の長期気候計算を開始した。また、NHM-SMAP v1.00 を日本域にも適用し、長期気候計算

を開始した。
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c6 大気海洋結合データ同化システムの開発に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 大野木和敏　（研究調整官）

研究の目的

大気と海洋の物理的バランスのとれた初期値作成を可能とする大気海洋結合データ同化システ

ムを開発し、将来の季節予報やエルニーニョ予報、再解析、台風予報等の精度向上に貢献する。

研究担当者

尾瀬智昭、高槻 靖、高谷祐平、齊藤直彬、釜堀弘隆、小林ちあき、原田やよい（気候研究部）、

青梨和正、中川雅之、石橋俊之、入口武史、小田真祐子（台風研究部）、堤 之智、辻野博之、藤

井陽介、豊田隆寛（海洋・地球化学研究部）、小森拓也（気象庁地球環境・海洋部）

研究の目標

大気海洋結合データ同化システムを開発し、

 ・熱帯擾乱の再現性と予測性向上

 ・熱帯季節内変動の再現性・予測性向上

 ・大気海洋結合系現象（ENSO など）の時間発展の予測性向上

 ・熱帯降水量気候値の再現性向上

を図る。

本年度の計画

① Perturbed Observation ( 観測擾乱 ) 法を用いて結合同化システムによりアンサンブルメンバーを

作成するスキームを開発する。

②短期解析予報システムとしての性能を評価するため、結合同化からの短期結合予測実験を継続

する。

③１か月予報での結合同化システムの有用性を評価するため、結合同化からの１か月予測実験を

行う。結合同化システムに適したアンサンブルメンバー作成手法の開発に着手する。

④非結合の同化解析結果と比較し、結合データ同化システムで作成した再解析データの精度につ

いて検証する。

本年度の成果

① Perturbed Observation（観測擾乱）を用いたアンサンブルメンバー作成手法の開発に着手した。

②結合同化からの大気海洋結合モデルによる短期結合予測実験の結果について解析し、対流圏下

層について、現業数値予報システムの解像度を結合モデルと同程度に落としたものと比べて、

良い予報精度を持つことを確認した。

③結合同化からの一ヶ月結合予測実験を実施し、非結合同化からの予測実験の結果と比較したと

ころ、極域で予報の改善が見られることを確認した。

④結合再解析の結果を解析し、同システムによる非結合の再解析と比べて降水量の分布や熱帯の

降水量と海面水温のラグ相関関係の再現性に改善が見られることを確認した。
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c7 海洋モデルの高度化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 山中吾郎（海洋・地球化学研究部　第一研究室長）

研究の目的

気象庁の基盤モデルの一つである海洋モデルの開発・改良、及び海洋モデルを用いた海洋変動機

構の解明に関する研究を行い、海洋環境情報の高度化に貢献するとともに次世代海況予測システム

の基盤技術を確立する。

研究担当者

辻野博之、中野英之、坂本 圭、浦川昇吾（海洋・地球化学研究部）、石川一郎、中野俊也、平原

幹俊（気象庁地球環境・海洋部）、石崎 廣（客員）

研究の目標

①海洋モデルの各種物理スキームやネスティング手法、海洋物質循環過程を高度化することによ

り、モデルの各プロセスの再現性能の向上を図る。

②海洋モデルを用いた過去再現実験を行い、再現性評価を通じて必要な改良点を明らかにする。

③過去の海洋変動の実態や特徴をモデル実験などによって明らかにし、その要因解明を行う。

本年度の計画

①再現性検証結果を踏まえて、スキームやモデルの改良を行う。

② CMIP6 の枠組みのもとで実施される OMIP 実験を実施する。

③港湾モデルを用いて、再現性を検証する。

④モデルの高速化・軽量化を実施する。

⑤海洋モデルの開発基盤の整備を行う。

本年度の成果

①・海氷モデルにおいて、海氷力学に関わる強度パラメータの修正を行った。これにより、高分

解能モデルでの海氷の集積が強化されて、北極海中央部の厚い多年海氷の再現性が向上し

た。一方で、高分解能モデルでの極端な集積を避け、安定な積分を行うために、リッジング

のスキームを改良した。

　 ・全球低解像度モデルを用いて、駆動外力である JRA55-do データセットの特定の年の大気強

制を繰り返し課す気候値実験を 3 ケース行い、外力の違いが海洋大循環場の再現性に与え

る影響を調査した。また、JRA55-do データセットのマイナーバージョンアップにあわせた

感度実験を行い、これに伴う海洋大循環場再現性の変化について調査した。

　 ・全球低解像度モデルにおいて、同化システムでの利用を前提として移流スキームに

MPDATA を用いた実験を行い、循環場等への影響を調査した。

　 ・全球低解像度モデルにおいて、層厚拡散係数の下限値を下げた実験を行い、循環場等への影

響を評価した。過小評価であった大西洋子午面循環流量が増大する一方で、低温の南極底層

水の張り出しが弱まり、全球平均温位のバイアスは増加することがわかった。また南極環流

（ACC）の流量はより大きくなり、最新の観測に基づく見積りと比べてもやや過大評価に傾

くことがわかった。

　 ・全球低解像度モデルにおいて、パフォーマンス論文用に実施した感度実験の水塊変質率解析

を行った。標準設定と比べて過去に用いていたスキーム・パラメータ設定では南大洋内部領

域で大きな偽の diapycnal mixing が生じ、底層水の北部への張り出しを弱めることが明らか

になった。一方で、一般的に用いられているスキーム・パラメータ設定では底層水北上流量

が標準設定実験よりも大きく、観測による見積りに近づくものの、大西洋子午面循環流量は
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より過小評価となり、ACC 流量は過大評価となる。総合的観点から、標準設定実験が最も

海洋大循環場の再現性が高いことがわかった。

　 ・熱帯太平洋の海面水位変動は、三つの気候モードによって支配されていることが明らかにな

った。第 1 モードは ENSO に関連した南北対称な変動、第 2 モードは ENSO および長周期

変動に関連した南北非対称な変動、第 3 モードは中部から東部太平洋赤道域で卓越する変

動である。これらの水位変動は、熱帯太平洋の風応力変動と強く関連していた。

　 ・全球海洋モデルの性能評価に資することを目的に、密度面座標での解析を定量化するオンラ

イン解析コードを整備した。

② ・実験に必要な境界条件ファイルおよび初期条件ファイルを整備した。生物地球化学モデルの

仕様を確定し、スピンアップ実験ならびに本実験実施のための実行環境を整備した。大気外

力に COREv2 データセットを用いたスピンアップ実験を開始した。

　 ・全球海洋炭素循環モデルを用いた経年変動実験を実施し、東経 137 度線の観測で見られた、

密度面（26.8 σ）における溶存無機炭素の十年規模変動のメカニズムを解析した。その結果、

137 年測線に見られた DIC 濃度の十年変動は、亜熱帯循環の深さの変化に伴う水塊の移動

で説明できることがわかった。

③ ・平成 28 年度に開発した解像度 100m の長崎湾モデルを用いて、あびき現象の再現実験を行

った。解像度 2km モデルの日本沿岸モデルに比べて水位上昇が増大し、観測に近づくこと

を確認した。

④ ・全球渦解像モデルにおいて OpenMP 化やメモリアクセス最適化、時間ステップを長くとる

工夫等を実施し、約 40% の高速化を達成した。

⑤ ・MRI.COM の新しい安定版 (ver.4.4) を平成 29 年 10 月にリリースした。本モデルは次期の

地球システムモデル (MRI-ESM2.0) の海洋パートとなり、従来の安定版に対してそのための

多数の機能が追加されている。

　 ・高速化のための OpenMP の適用や、平成 30 年度に予定されている日本沿岸モデルの納入に

向けて、MRI.COM について不定値参照など多数のバグの洗い出しを行った。

　 ・本課題で進めてきた MRI.COM の開発管理の高度化に関して論文にまとめ、投稿した。
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c8 環境要因による局地気候変動のモデル化に関する研究

研究年次： 4 年目／ 5 年計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

研究代表者： 田中泰宙（環境・応用気象研究部　第二研究室長）

研究の目的

多様な土地利用状態を反映した高精度の気候情報を提供し、ヒートアイランド等の緩和方策の検

討や地上観測所の適切な維持運用に資する。

副課題１　都市キャノピーモデルの高度化

副課題１の研究担当者

田中泰宙、山本哲、志藤文武、川端康弘（環境・応用気象研究部）、清野直子（予報研究部）、新

藤永樹（気候研究部）、青栁曉典、山下和也（気象庁地球環境・海洋部）、藤部文昭（客員）

副課題１の目標

都市キャノピーモデルを改良し、領域気候モデル等の精度向上に資する。

副課題１の本年度の計画

都市キャノピーモデルの高度化のため、陸面モデル単体で動作するオフライン数値実験システム

の構築を早期に行う。また、本実験システムと、所内スパコンを用いたオンライン数値シミュレー

ションとの比較解析を行う。

副課題１の本年度の成果

 ・最新版 SPUC の振る舞いを詳細に調べるために、冬季晴天日のヒートアイランド現象事例とし

て 2017 年 1 月 14 日、および 2017 年 2 月 15 日の関東地方を対象として都市モデルの再現

性を調べた。都市キャノピーモデルを用いた実験では、平板モデルを用いた場合と比較して、

都市グリッドでの夜間から明け方の気温が観測に近く、ヒートアイランドをよく再現していた。

ヒートアイランドの要因別の分析からは、冬季の関東地方でのヒートアイランドにおいては人

工排熱よりも都市キャノピーの立体構造、すなわち建物による熱収支の変化が夜間の冷却の抑

制に重要であることが示唆された。

 ・都市気候モデル NHUCM で用いるための最新版の土地利用データを作成し、土地利用情報の

変更に伴う影響評価を行った。また、そのデータと結果を気候情報課に提供した

副課題２　地上観測値の空間代表性に関する研究

副課題２の研究担当者

田中泰宙、山本哲、志藤文武、川端康弘（環境・応用気象研究部）、清野直子（予報研究部）、青

栁曉典（気象庁地球環境・海洋部）、藤部文昭（客員）

副課題２の目標

観測環境等に対応した地上気温等の観測値の変動実態を明らかにし、観測運用およびモデル検証

の向上に資する。

副課題２の本年度の計画

①モデル出力との比較に基づく地上観測値の空間代表性の評価
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2.2.　研究年次報告 2.2.1.　重点研究、一般研究

 ・気象官署・アメダス等での気温観測値と領域モデルの違いと、さまざまな環境因子との関係を

調べる。気象庁の地上気象観測環境等の歴史的変遷や世界各国における地上気象観測環境の現

状を把握する。

②観測所周辺の微気候の実態解明

 ・大手町の露場内 2 地点と本庁ビル屋上で行ってきた気温・風速観測については縮小し、蓄積さ

れた都市微気候データに基づき、ミクロな気象変動の解析を進める。

副課題２の本年度の成果

 ・観測環境が地上気温に与える影響を調べる目的で、気象庁構内の大手町露場内 2地点（露場中央、

露場東端）と本庁ビル屋上における気温等の都市微気候観測を継続し、露場における風向風速

（地上高度 2.5 m）が直近の構造物等によりどの程度影響を受けているのか解析を進めた。露場

内では夏季の日中を中心に植栽に囲まれた露場東端の気温が高い傾向にあり、日射が多い夏季

晴天日に、露場中央の風速が 1 ～ 3 m/s の場合に気温差が大きくなりやすく、同風速が強め（3 
m/s 以上）の日は露場内の気温差が該当月平均より小さめ（概ね 0.5 ℃以下）となる傾向があ

ることがわかった。これは、気温差が日射以外に、風の場による影響も受けていることを示唆

する。

 ・大手町露場・鉄塔と北の丸露場における観測値から、鉛直温位差による大気成層状態を解析し

た。北の丸露場は夜間に安定成層、日中は成層が崩れ不安定となり、太陽が南中する昼前に最

も不安定に寄っていた。大手町露場では夜間においても中立成層から弱い安定成層だが安定度

は 12 月が最も大きかった。日中、不安定成層となるが温位差の季節変化は北の丸公園より小

さく、露場にビルの影がかかると中立成層となっていた。このため、冬季から春季の午前中に

おいては、北の丸露場が大手町露場の気温観測値に比べて平均的に高温になっていたと推測さ

れる。

 ・極細熱電対が現業通風筒と同等の精度で気温を観測できることを評価観測により確認した。こ

れを用いて、露場 1.5 m 高度気温の支配要因を特定していくために、これまで 22 回の気温の

高度分布・地表面温度観測を大手町露場において年を通じて実施し、分布の季節変化の特徴を

捉えた。

 ・気象庁創立当時の観測環境等および世界各国における観測環境の現状と問題点について解析を

進めた。東京など初期気象官署の設置環境の実態を写真等を発見して明らかにした。
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2.2.2.　地方共同研究2.2.　研究年次報告

気象レーダーを用いた噴煙の汎用的解析手法に関する研究

研究年次： １年目／ 3 年計画（平成 29 年度～平成 31 年度）

研究代表者：	佐藤英一（火山研究部　第二研究室研究官）

研究担当者 : 稲葉博明、小窪則夫、重信有三、池亀孝光、篭原宏之、河野太亮、小枝智幸、山下千尋、

竹下孝弘、渡辺 茂、長山泰淳、井上温史、青栁雄也 、千馬竜太郎、福島秀樹、末次秀規、

滿永大輔（鹿児島地方気象台）

研究の目的

地方官署（現業）における気象レーダー網を用いた汎用的な噴煙解析技術を確立する。また、本

研究を通じて、まだコミュニティーの規模としては小さい、気象レーダーを用いた火山噴煙解析分

野の裾野を拡大する。

研究の目標

汎用的な火山噴煙解析ツールを作成する。

本年度の計画

 ・地方官署職員を対象とした火山噴煙解析手法の講習。

 ・火山噴煙解析手法の検討。

 ・技術開発環境の構築。

 ・噴火事例の解析。

本年度の成果

6 月に鹿児島地方気象台で打ち合わせを行い、研究計画の概要などについて、気象研究所から説

明を行った。また、7 月 24 日と 28 日に、気象レーダーの基本的な処理・データフォーマット・解

析ソフトウェアなどについて、講習を行った。

解析用 PC のセットアップや必要なソフトのインストールと並行して、事例（2017 年 11 月 13 日

桜島（南岳）噴火事例など）の調査も行った。調査段階では、ブラウザベースでレーダーデータを

見ることが出来る気象レーダーデータ共有装置（RISS）を用いている。

11 月 28 日に鹿児島地方気象台で行われた鹿児島地区研究会で、研究の概要と RISS による観測

結果、現状の問題点、今後の方針について発表を行った。
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2.2.2.　地方共同研究2.2.　研究年次報告

積雪変質モデルを用いた積雪層に関する研究

研究年次： 1 年目／ 2 年計画（平成 29 年度～平成 30 年度）

研究代表者：	渡辺記秀（東京管区気象台気象防災部防災調査課　調査官）

研究担当者：庭野匡思（気候研究部）、荒木健太郎（予報研究部）、渡辺記秀、長屋幸一、植村

恵子（東京管区気象台）、本村栄朗、森 洋、浅尾宏紀、高木康征、草野修平（宇都宮

地方気象台）、小林幸博、大沼啓人、松沢裕次、花棚浩一、奥田智紀、仲 香織（富

山地方気象台）、河野智一、横木保則、藤井拓也、高橋恵美子（長野地気象台）、

涌井和夫、東屋義幸、青山大輔、早野冴由希、倉田麻貴、加藤弘明、木村光一（岐

阜地方気象台）

研究の目的

気象研究所で開発された積雪変質モデルを用い、過去の積雪層（時系列）の構造を調査し、積雪

層の雪質や安定度から、なだれの起こりやすさを新たな視点から検討を行い、なだれ注意報等の運

用の改善に資することを目的とする。

研究の目標

現在用いている、なだれ注意報等の運用の改善に資することを成果の到達目標とする。

本年度の計画

①研究に関わる基礎知識の習得

 ・なだれ及び積雪層の知識を取得する。

 ・関連する先行研究内容を習得する。

②積雪変質モデルの理解及び習熟

 ・積雪変質モデルの内容の理解と利用の習熟を行う。

 ・モデル結果の可視化について習得・習熟する。

③積雪変質モデルを用いた過去の積雪層の資料作成

 ・過去の２積雪期について、アメダスデータにより、積雪変質モデルを用いて計算を行い、積雪

層の雪質や安定度の把握を行う。

④総観場、環境場（気温、降水）の解析

 ・ ③で計算した、２積雪期について、総観場、環境場、実際になだれ発生した事例の解析を行い、

気温場や降水の把握を行う。

⑤なだれ注意報の運用方針改善の検討

 ・③と④の資料となだれ注意報発表状況等から、なだれ注意報等の運用の改善を検討する。

本年度の成果

①研究に関わる基礎知識の習得

 ・気象研究所研究官による講演やなだれに関する図書・論文等の勉強会実施等により、なだれ及

び積雪層の知識や関連する先行研究内容を習得することができた。

②なだれ発生事例についての総観場や環境場の解析、及び積雪変質モデルの出力結果の解析から

弱層の再現を確認

 ・県防災担当機関等から収集し選定したなだれ発生事例を含む積雪期（11 月～ 4 月）について、

アメダスデータ等による積雪変質モデルを用いた計算を行った（下表参照）。また、これらの

事例について、総観場や環境場の解析、及び積雪変質モデルの出力結果の解析を行った。この

解析により、2017 年 3 月 27 日に那須町で発生した雪崩事例では、積雪層内に水分を含まない

新雪があり、その安定度が相対的に低く表現されることを確認できた。その他の事例では、「ぬ

れざらめ雪」や「表面霜」等の弱層が再現されることを確認できた。一方、弱層とみられる積

雪層の安定度が低く表現されないといった課題もみられた。
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2.2.2.　地方共同研究2.2.　研究年次報告

官署名 対象積雪期 対象としたアメダス観測署名

2013/2014 河口湖、甲府、安塚

2015/2016 河口湖、守門

2016/2017 安塚

2013/2014 奥日光、土呂部

2015/2016 土呂部、那須高原

2016/2017 那須高原、白河

2013/2014
野沢温泉、飯山、津南、菅平、軽井沢、
長野、松本、開田高原、高山

2014/2015 飯山、野沢温泉、菅平、草津、津南

2015/2016 野沢温泉、菅平

2015/2016 氷見、伏木、富山県立山町の立山格子※

2016/2017 富山県立山町の立山格子※

2014/2015 河合、神岡、白川

2015/2016 河合、白川

2016/2017 河合、神岡、白川

東京管区

宇都宮

長野

富山

岐阜

※富山地台ではアメダス近傍の雪崩災害が無かったことから、アメダスデータを使用せず、

JMANHM で作成したデータから計算を行った。
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2.2.2.　地方共同研究2.2.　研究年次報告

事例解析・比較及び数値実験による大雨の調査

研究年次：	1 年目／ 2 年計画（平成 29 年度～平成 30 年度）

研究代表者：	北野昌寛（広島地方気象台　予報官）

研究担当者：瀬古 弘、横田 祥、伊藤純至（予報研究部）、北野昌寛、久家好夫、西森靖高、石

本 歩、中村 剛、澤田達也、松本幸爵（広島地方気象台）

研究の目的

 ・線状降水帯を含む大雨の発生機構について、データ同化やアンサンブル予報、感度実験の結果

から新しい知見を得る。

 ・局所アンサンブル変換カルマンフィルター（LETKF）を用いたデータ同化アンサンブル予報実

験や感度実験の結果の解析で得られる「線状降水帯を含む大雨の発生要因とその要因と最も関

連性のある気象要素」を整理する。そして、予警報作業時に利用できるよう実況や予想図上の

着目点をワークシートなどにまとめ、防災・減災に役立てる。

研究の目標

 ・広島県の顕著な大雨事例（３時間雨量 100 ミリ以上）について、アンサンブル予報を用いて解

析を行い、大雨発生の判断基準の作成を目指す。

 ・それらの整理を行い、現業作業にフィードバックするように努める。

本年度の計画

 ・研究所から提供を受けた広島県の顕著な大雨事例の LETKF を用いたデータ同化アンサンブル

予報実験や感度実験の結果の解析を行う。

 ・その解析結果から、実況や予想図上の着目点を抽出する。

 ・模式図を作成する。

 ・アンサンブル予報の理解を深め、将来、現業での利用法の検討を行う。

本年度の成果

記録的な豪雨について、広島豪雨と他の豪雨や大雨事例の比較を通じて、以下の結果を得た。

① 2014年 8月に広島で発生した豪雨事例と同年の 9月の大雨事例（集中豪雨にならなかった事例）

の解析 ･ 比較を行い、豪雨発生の要因を探った。解析 ･ 比較の結果、①最下層が湿潤でその上

がやや乾燥した気層（地上～ 700hPa）全体が上昇気流によって持ち上がり 800 ～ 700hPa の気

温が低下したため、潜在不安定な大気成層が維持されたこと、②九州山地の東西を迂回する高

暖湿流が山口・広島県で合流する状態が数時間持続したことによって降水系の停滞が維持され

ていたことの二点が要因として働き、2014 年 8 月の広島豪雨が発生したことがわかった。

② 2014 年に広島で発生した豪雨と 2000 年の東海豪雨、および豪雨に至らなかった 2014 年の広

島県での大雨事例を対象に、積乱雲発達、積乱雲組織化、降水系停滞、降水系の発達維持に分

け比較・考察した。その結果、東海豪雨が顕著な地上収束線が同じ場所に長く停滞し暖湿気の

供給が長時間持続したため、R24 が 2014 年に広島県に発生した豪雨の 2 倍以上になっていた。

潜在不安定な環境の中で、地上・下層収束が長時間同じ場所に停滞し、豊後水道から顕著な暖

湿気の流入が持続すれば、広島県でも東海豪雨並みの豪雨になる可能性があることがわかった。

③豪雨の発生要因を発生機構の観点から 4 つの要因（積乱雲発達、積乱雲組織化、降水系停滞、

降水系発達維持）に分け、2014 年 8 月 16 日から 20 日にかけて発生した 2 つの豪雨事例と 1
つの大雨事例を対象に、要因毎に気象要素等を比較・考察した。その結果、豪雨事例では総観

規模の高度場に変化がない中で潜在不安定な大気成層を持続していたこと、風の鉛直シアがあ

って降水系が線状化しやすい環境であったことなど、すべての要因が揃っていたことがわかっ

た。大雨事例では 4 つの要因のうち、満たしていたのは積乱雲発達の要因のみであった。

④ 2014 年に広島で発生した豪雨を参考として、対馬海峡からの暖湿気が前線に流入し豪雨とな

った事例と豪雨にまで至らなかった事例を比較し、4 つの豪雨発生要因（積乱雲発達、積乱雲
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2.2.2.　地方共同研究2.2.　研究年次報告

組織化、降水系組織化、降水系発達維持）及びそれら要因に対応させる気象要素を整理した。

豪雨となる重要な条件は、「前線が強化・停滞し、暖気側の収束域が移動しない」「前線の走向

が東西で広島県を指向」「鉛直シアがあり、中層の風は前線にほぼ平行に吹き、海上で発生し

た降水セルが広島県を指向」なっていること、4 つの豪雨発生要因に対応させる主な気象要素

は 950hPa と 700hPa の要素であることがわかった。

当初計画から変更した点（研究手法の変更点など）

調査対象事例を増やし、それらの事例について実況解析・比較を行って、改めて大雨の発生に必

要な要素（大雨の要因）を整理し直すこととした。この調査結果と LETKF を用いたデータ同化ア

ンサンブル予報実験・感度実験結果の解析を総合的に調査して、実況や予想図上の着目点を抽出す

ることとし、研究手法を少し変更した。

このため、研究課題名を「LETKF を利用した広島県の大雨調査」から「事例解析・比較及び数

値実験による大雨の調査」へ変更した。
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２．３．研究中間報告 

 

本節には、気象研究所が実施し、平成 29 年度に中間評価を実施した研究課題のうち気象研究所予算

による下記課題について、課題毎に計画と研究成果等を掲載した。 
 

２．３．１．地方共同研究  

・ 立山カルデラ新湯周辺の火山活動と水位変動に関する調査・・・・・・・・・・・・・・・ 91 
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2.3.1.　地方共同研究2.3.　研究中間報告

立山カルデラ新湯周辺の火山活動と水位変動に関する調査

研究期間： 平成 29 年度～平成 30 年度

研究代表者：　齊藤直子（富山地方気象台　火山防災調整係長）

研究担当者：　鬼澤真也、川口亮平（火山研究部）

研究の目的

 ・立山カルデラ地域の現在の火山活動の把握

 ・新湯の水位変動のメカニズム解明

研究の目標

 ・立山カルデラ地域の現在の火山活動の状況把握

 ・新湯の水位変動の原因解明

主な研究成果・目標の達成状況

（観測データ）

　6 月から 10 月の約 4 ヶ月間、新湯において観測を実施した。

①水位観測

 ・4 ヶ月の観測期間中、水位の変動が継続していることが確認され、およそ 7 回の満水と干上が

りとを観測した。

 ・水位上昇期には、上昇と下降とを繰り返した後、上昇のみに転じ満水に至ることが観測された。

上昇のみに転じる水位には閾値がある可能性があることを指摘した。

②地震観測

 ・5 ～ 15 Hz の短周期成分については、周期的な微動振幅の増大が見られた。これは、水位上昇

時、満水時に生じている可能性がある。また、満水時から水位下降に転じるタイミングでの振

幅減少も認められた。

 ・0.01 ～ 0.1 Hz の長周期成分では、満水時、下降時、干上がり時、上昇時のいずれでもパルス

状の波形が観測された。このパルス状の波形は、上下動に較べ水平動の振幅が格段に大きいこ

とから、振動源が浅い場所にあることを指摘した。また、震動軌跡を見ると、いくつかの卓越

する方向が認められることから、到来方向の異なる複数の振動源が存在する可能性がある。

③ pH
 ・期間中、5 回の測定を行った。この結果、満水時は pH3.4 程度、水位上昇時は pH6 程度と、

水位の違いにより pH が変化する結果が得られた。

 ・また、新湯が水位変化を開始する以前の 1950 年代から 2000 年代の測定結果を文献調査によ

り取りまとめたところ、これらは pH3 程度でほぼ安定していた。

 ・これらのことから、新湯の pH は水位変化と関連していることが示唆された。

（文献調査）

　新湯が冷水の池であった時期、間欠泉活動を行っていた時期、行っていなかった時期等につい

て文献を調査することにより、時系列として取りまとめた。

　これら初年度の成果は、「平成 29 年度東京管区調査研究会誌」へ取り纏めているところである。

当初計画からの変更点（研究手法の変更点等）

本研究課題は、当初、単年度で実施する予定であったが、新湯において初めて観測点を設置する

こともあり、当初の想定以上に観測点維持管理に時間・労力を割かれることとなった。このため、

これまで観測データの初歩的な解析に止まり、地震動が水位変動に伴って生じていると見られるこ

とが分かってきたものの、確証的なことを言うに至らなかった。また、詳細なデータ解析は現在も

継続中である。さらに、当初の目標であった「新湯の水位変動の原因解明」「立山カルデラ地域の

現在の火山活動の状況把握」にまで、十分に踏み込むことが出来なかった。このため研究機関を１

年延長することとした。
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2.3.1.　地方共同研究2.3.　研究中間報告

期間を延長することにより、初年度に取得したデータ解析をさらに進め、水位変動と地震動との

関連性についてさらなる知見が得られることが期待される。また、並行して文献調査を進めること

により、間欠泉活動や新湯をはじめとする当該地域に関する知見を増やすことができる。これらの

背景を持った上で次年度の観測に臨むことにより、新湯で生じている現象の理解が大きく進むこと

が期待される。

成果の他の研究等への波及状況

本研究で得られる知見は、新湯周辺の現在の火山活動を評価するための基礎資料として活用が期

待される。また、新湯で観測された結果は、間欠泉の理解に向けた研究においても意義がある。

今後の研究の進め方

（初年度内）

 ・引き続き、初年度に取得したデータの解析を進め、水位変動と地震動との関連性について調査

を進める。

 ・並行して、文献調査により、間欠泉活動や新湯をはじめとする当該地域に関する知見を増やす。

 ・これらを基に、次年度に計画している観測に向けて、現象の着眼点を整理する。

（次年度）

 ・年度当初から、観測を行う上での各種申請手続きを進める。

 ・積雪のない 6 月から 10 月にかけて観測を行う。初年度と同様に、水位、地震動、pH を測定する。

さらに、初年度の地震観測から振動源が浅部にあることが示唆されたことから、水面付近で生

じる現象との関連性を調べるために、タイムラプスカメラにより画像を取得する。

 ・2 年間の研究結果を、調査研究会誌へ取り纏める。

研究成果及びその活用に関する意見（中間評価の総合所見）

　本研究課題については、気象研究所研究課題評価委員会において中間評価を実施した。中間評価

の総合所見については、104 ページを参照。

成果発表一覧

査読論文以外の著作物（翻訳、著書、解説等）：　

齋藤直子 , 立山カルデラ新湯の間欠泉化に伴う現地観測結果 . 平成 29 年度東京管区調査研究会

誌 , No.50, 富山県 .
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２．４．研究終了報告 

 

本節には、気象研究所が実施し、平成 29 年度に終了した研究課題のうち気象研究所予算による下記

課題について、課題毎に計画と研究成果等を掲載した。 
 

２．４．１．地方共同研究  

・ 沖縄地方（島嶼部）における荒天時地動ノイズの特性調査と震源自動決定処理への応用・・ 94 

  

２．４．２．若手研究  

・ 火山性流体採取法における技術的検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 
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沖縄地方（島嶼部）における荒天時地動ノイズの特性調査と震源自動決定
処理への応用

研究期間：平成 28 年度～平成 29 年度

研究代表者：草野利夫１）、川合亜紀夫２）（沖縄気象台　主任技術専門官）

研究担当者：草野利夫１）、川合亜紀夫２）、野田真彦１）、仲間 豊、盛島真羽２）（沖縄気象台）、山城 浩（宮

古島地方気象台）、川門義治（石垣島地方気象台）、稲葉忠司１）、下地康博（南大東島

地方気象台）、勝間田明男、溜渕功史２）（地震津波研究部）

　

研究の目的

沖縄地方の観測点ごとのノイズ特性を詳細に調査し、ノイズを効率よく除去するための手法構築

などによって地震の検知能力、自動処理決定率と決定精度の向上を図ることを目的とする。

研究の目標

沖縄地方の観測点での地動ノイズの評価を行い、その特性を明らかにする。得られた特性に基づ

き、荒天時の地動ノイズ低減フィルターの評価とその手法のリアルタイム処理導入について提言を

行う。

主な研究成果・目標の達成状況

静穏時からノイズレベルの大きい観測点、周波数帯を解明した。また、台風接近中などの荒天時

にノイズレベルが大きくなる周波数帯を解明した。地震波形にかけるフィルターにおいて 5-10Hz
程度のフィルターが最適であると判明した

 ・震源決定数について確認したが、台風がよく通過した 2015 年 7 月には他の時期に比べ震源決

定数が数分の１程度に減少したことを確認した。

 ・静穏時には、多くの観測点の短周期地震計においては 1Hz くらいにピークのあるノイズ状態

であるが、荒天時は 0.2Hz 付近にピークのあるノイズ状態になるとともに、全周波数帯にわた

り高ノイズ状態となることを確認した。

 ・静穏時のノイズについて、10-30Hz のノイズレベルが異常に高い観測点が確認された。

 ・荒天時の 0.2Hz 付近のノイズレベルは、静穏時に比べて 100 倍以上に達する場合があった。

 ・0.2Hz 帯のノイズは台風が遠方にある段階から非常に高くなる割に、台風が接近しても更にノ

イズレベルが非常に高くなるものではなかった。

 ・1 ～ 30Hz のノイズレベルは、台風の接近に従い次第に高くなり、静穏時の 10 倍から数十倍

のノイズレベルになっていた。

 ・台風接近の荒天時には低周波数帯から高周波数帯の全ての帯域においてノイズレベルが高くな

り、ノイズレベルが上がりにくい帯域は確認できなかった。

 ・数 Hz よりも低い帯域を抑制するフィルターを地震記録にかけると、荒天時にも地震波の確認

が容易となることを確認した。

 ・自動震源決定処理において、事前処理のフィルターを従来の 5-10Hz から 3-5Hz, 2-10Hz, 
1-20Hz などに入れ替えてその処理結果を確認したが、従来の 5-10Hz から震源決定能力の向

上は確認できなかった。

当初計画からの変更点（研究手法の変更点等）

一年目は調査対象の観測点を管内の全観測点から、各地域において代表とみなす一地点に変更し

た。得られた特性に基づき、荒天時の地動ノイズ低減フィルターの評価とその手法のリアルタイム

処理導入について提言を行うことを考えていたが、調査の結果現行の 5-10Hz 程度のフィルターが

最適であると判明した。

　１）
平成 28 年度まで、２）平成 29 年度から

2.4.1.　地方共同研究2.4.　研究終了報告
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2.4.1.　地方共同研究

成果の他の研究等への波及状況

なし

今後の課題

観測点毎に異なるノイズについて、原因を調査して解決することが必要。また、観測点毎、対象

とする地震毎のフィルターをかけて地震の検知、相の自動検測の手法を開発するとともに、ノイズ

波形固有の特徴について調査することが必要。

研究成果及びその活用に関する意見（終了時評価の総合所見）

本研究課題については、気象研究所研究課題評価委員会において終了時評価を実施した。終了時

評価の総合所見については、105 ページを参照。

成果発表一覧

学会等発表

　ポスター発表

 ・国内の会議・学会等

1. 草野利夫 , 仲間豊 , 野田真彦 , 山城 浩 , 川門義治 , 稲葉忠司 , 下地康博 , 勝間田明男 , 沖縄

地方（島嶼部）における荒天時の地動ノイズの特性調査 , 日本地球惑星科学連合

2017 年大会 , 2017 年 5 月 , 千葉県千葉市

2.4.1.　地方共同研究2.4.　研究終了報告
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火山性流体採取法における技術的検討

研究期間： 平成 29 年度

研究代表者： 谷口無我（火山研究部　第三研究室研究官）

研究の目的

観測対象とする火山の噴気地帯に複数の噴気孔が発達する場合、化学分析に供する火山ガスをど

の噴気孔から採取するべきかを、観測者の安全性を考慮に入れて検討する。

研究の目標

箱根山、雲仙岳等の熱水系が発達する火山の噴気地帯において、複数地点から火山ガスを採取・

化学分析し , 各地点における火山ガス組成の時間変化を比較する。

具体的には、ある対象とする火山の噴気地帯において、活発な噴気活動の中心部、噴気活動が静

穏な噴気地帯の縁辺部などで火山ガスを採取・分析し、その値を比較する。両者の化学的性質に大

きな違いが認められないのであれば、静穏な噴気地帯を観測点とすることで火山ガス観測の安全上

のリスクを低減できる可能性がある。

主な研究成果・目標の達成状況

本若手研究の旅費を活用し、雲仙岳南西麓の雲仙地獄や霧島山硫黄山周辺等に発達する噴気地帯

で火山ガス観測を実施した。雲仙地獄は 1990 ～ 1996 年の普賢岳の噴火によって形成された平成

新山 ( 普賢岳 ) の南西約 4.5km に発達する噴気地帯である。

当該地域には複数の噴気地帯が発達しており、本研究では、現在最も噴気活動が活発な大叫喚地

獄近傍の噴気孔、および噴気活動が最も静穏な旧八幡地獄の 2 ヵ所で火山ガスを採取した。その

結果、両地点で採取した火山ガスに含まれる二酸化炭素の硫化水素に対する比率 (CO2/H2S 比 ) は
互いに非常に近い値であることが明らかとなった。なお、本研究で分析した火山ガスの CO2/H2S
比には、1990 年代当時に観測された火山ガスの CO2/H2S 比と比較して顕著な変化は認められない。

この他、本研究では箱根山、草津白根山、霧島山硫黄山 などでも火山ガスの観測を実施した。

当初計画からの変更点（研究手法の変更点等）

本研究計画申請時点では、職員旅費として国内学会 2 件への参加を想定していたが、この国内学

会 2 件が今年度は共同開催となったことにより、国内学会の参加費が節減できた。この節減した旅

費を活用して、当初計画では「箱根山（神奈川県）等の熱水系が発達する火山」、および「雲仙岳（長

崎県）」としていた観測予定の火山に霧島山硫黄山、 草津白根山 ( 群馬県 ) の観測を追加した。なお、 
研究手法には変更点はない。

成果の他の研究等への波及状況

報告者が所属する火山研究部第三研究室では、重点研究課題 B7「火山ガス観測による火山活動

監視・予測に関する研究」において、火山ガスの採取・化学分析に取り組んでいる。この取組は平

成 31 ～ 35 年度の次期中期計画の重点研究課題 V でも引き継がれる研究内容である。これら研究

の中で取り組む火山ガスの採取・化学分析方法は , 本若手研究で実施した手法と同一であり、本研

究で得られた成果は経常研究（現行の重点研究課題 B7、および次期中期計画の重点課題 V）の研

究を進める上での基礎となる。

今後の課題

本研究で得られた観測結果が、全国の他の火山に共通するかどうかを検証することが今後の課題

である。また、火山ガスの化学組成の時間変化は長期間にわたって観察を続ける必要がある。本研

究は研究期間が単年のため、今後長期的なデータを蓄積することも課題である。

2.4.2.　若手研究2.4.　研究終了報告
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2.4.2.　若手研究

研究成果及びその活用に関する意見（終了時評価の総合所見）

本研究課題については、気象研究所研究課題評価委員会において終了時評価を実施した。終了時

評価の総合所見については、106 ページを参照。

成果発表一覧

なし

2.4.2.　若手研究2.4.　研究終了報告
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３．研究評価 

 
３．１．気象研究所評議委員会 

 

気象研究所評議委員会の役割 
気象研究所評議委員会は、気象研究所長に対し「気象研究所の長期研究計画の策定に関する助言」及び「気

象研究所が実施する研究課題の評価に関する報告」を行うため、平成７年 12月に設置された委員会であり、

気象業務に関する研究について広く、かつ高い見識を有する研究所外の外部有識者により構成されている。 
また、安全・安心な生活の実現に向け重点的に実施すべき研究（重点研究）の外部評価を実施するため、

評価対象となる研究の分野にあわせ、評議委員の中から「気象研究所評議委員会評価分科会」の委員を選出

して外部評価を実施している。 
 
平成 29年度気象研究所評議委員名簿（五十音順、敬称略） 
委員長 木村富士男 筑波大学 名誉教授 
委 員 岩崎俊樹  東北大学大学院理学研究科 教授 
    小畑 元  東京大学大気海洋研究所 教授 
    木本昌秀  東京大学大気海洋研究所 教授 

小泉尚嗣  滋賀県立大学環境科学部環境生態学科 教授 
    三枝信子  国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研究センター 副センター長 

佐竹健治  東京大学地震研究所 教授 
佐藤 薫  東京大学大学院理学系研究科 教授 

  関口渉次  国立研究開発法人防災科学技術研究所 総括主任研究員 
    田中 博  筑波大学生命環境系 計算科学研究センター 教授 
    坪木和久  名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

泊 次郎  元 朝日新聞社 編集委員 
    中島映至  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター センター長 
    渡辺秀文  東京大学 名誉教授 

 
平成 29年度の開催状況 

平成 29年度は、次のとおり第 43回気象研究所評議委員会を開催した。 
 
第 43回気象研究所評議委員会 

日 時：平成 29年８月８日（月） 14時 00分～16時 00分 

場 所：気象庁大会議室（気象庁５階） 

出席者： 

（委員）木村富士男 委員、岩崎俊樹 委員、木本昌秀 委員、小泉尚嗣 委員、三枝信子 委員、佐藤

薫 委員、関口渉次 委員、田中博 委員、坪木和久 委員、泊次郎 委員、中島映至 委員、渡

辺秀文 委員 

（気象研究所）気象研究所長、研究総務官、研究調整官、企画室長、予報研究部長、気候研究部長、 

台風研究部長、環境・応用気象研究部長、気象衛星・観測システム研究部長、地震津波研

究部長、火山研究部長、海洋・地球化学研究部長、企画室研究評価官 
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議事次第 

１．気象研究所長 挨拶 
２．評価分科会委員等の選出 
３．議事 

議題１：平成 28年度以降の気象研究所の研究活動等について（報告） 
議題２：気象研究所の重点研究等の進捗状況について（報告） 
議題３：次期中期研究計画（H31-35）の検討について（懇談） 
議題４：今後の評議委員会の予定について（協議） 

４．その他 
議事概要 

○評議委員長、評価分科会委員等の選出 

  評議委員の互選により、評議委員長に木村富士男委員が選出された。 

○議題１: 平成 28年度以降の気象研究所の研究活動等について（報告） 

平成 28年度の論文発表数や広報の状況等、気象研究所の活動状況について報告した。 

○議題２: 気象研究所の重点研究等の進捗状況について（報告） 

気象研究所で行っている重点研究の概要を説明するとともに、トピックス的な事象ついて報

告した。 

○議題３: 次期中期研究計画（H31-35）の検討について（懇談） 

次期中期研究計画の策定に向けて検討の概要を説明するとともに、懇談いただいた。 

○議題４: 今後の評議委員会の予定について（協議） 

今年度の評議委員会の開催予定について議論いただいた。 

その結果、台風・集中豪雨分野、地震火山津波分野、気候・地球環境分野の分科会をそれぞ

れ１回開催することとした。 
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３．２．気象研究所評議委員会評価分科会 

 

気象研究所評価分科会は、重点研究課題の外部評価を実施するため、評価対象となる研究の分野に

あわせ、気象研究所評議委員から委員を選出して構成されている。 
 

平成 29年度の開催状況 

平成 29年度は、下記のとおり評価分科会を 3回開催した。 

 

評価分科会（地震火山津波分野） 

日 時：平成 29年 11月 21日（火） 14時 00分～16時 00分 

場 所：気象庁大会議室（気象庁 5階） 

委 員：小泉尚嗣 分科会長、木村富士男 委員、佐竹健治 委員、関口渉次 委員、泊次郎 委員、 

渡辺 秀文 委員 

議事概要 

○議題１：次期中期研究計画（H31-35）の検討状況について（報告） 

    次期中期研究計画の策定に向けて検討の概要を説明した。 

○議題２：火山研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

    火山研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談いただいた。 

○議題３：地震津波研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

地震津波研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談いただい

た。 

 

評価分科会（気候・地球環境分野） 

日 時：平成 29年 11月 27日（月） 10時 00分～12時 00分 

場 所：気象庁３号庁舎 3023共用会議室 

委 員：中島映至 分科会長、小畑元 委員、木村富士男 委員、木本昌秀 委員、三枝信子 委員、 

田中 博 委員、泊 次郎 委員 

議事概要 

○議題１：次期中期研究計画（H31-35）の検討状況について（報告） 

次期中期研究計画の策定に向けて検討の概要を説明した。 

○議題２：気候研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

    気候研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談いただいた。 

○議題３：海洋・地球化学研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

海洋・地球化学研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談い

ただいた。 

○議題４：環境・応用気象研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

環境・応用気象研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談い

ただいた。 

 

評価分科会（台風・集中豪雨分野） 

日 時：平成 29年 11月 27日（月） 13時 30分～15時 30分 

場 所：気象庁３号庁舎 3023共用会議室 

委 員：岩崎俊樹 分科会長、木村富士男 委員、木本昌秀 委員、佐藤薫 委員、坪木和久 委員、 
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泊次郎 委員 

議事概要 

○議題１：次期中期研究計画（H31-35）の検討状況について（報告） 

   次期中期研究計画の策定に向けて検討の概要を説明した。 

○議題２：予報研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

予報研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談いただいた。 

○議題３：台風研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

台風研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談いただいた。 

○議題４：気象衛星・観測システム研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

気象衛星・観測システム研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、

懇談いただいた。 

○議題５：環境・応用気象研究部における次期中期研究計画の検討状況について（懇談） 

環境・応用気象研究部における次期中期研究計画の検討の概要を説明するとともに、懇談いた

だいた。 
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３．３．気象研究所研究課題評価委員会 

 

気象研究所研究課題評価委員会は、国の研究開発全般に共通する評価の実施方法のあり方について

の大綱的指針（平成９年５月）、運輸省技術開発推進本部での運輸省研究開発評価指針（平成１０年２

月）により課題評価の実施について定められたことから、気象研究所における研究開発課題の評価を

実施するために設置された。その結果は、効果的かつ効率的な研究の推進のために積極的に活用され

ている。 
 

平成 29年度気象研究所研究課題評価委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員長 隈 健一  気象研究所長 
委 員 齊藤和雄  研究総務官 
    大野木和敏 研究調整官 

安田珠幾  企画室長 
小泉 耕  予報研究部長 
尾瀬智昭  気候研究部長 
青梨和正  台風研究部長 
高薮 出  環境・応用気象研究部長 
鈴木 修  気象衛星・観測システム研究部長 
橋本徹夫  地震津波研究部長 
山里 平  火山研究部長 
堤 之智  海洋・地球化学研究部長 
岡部 来  企画室研究評価官 

 
平成 29年度の開催状況 

平成 29年度は、下記のとおり気象研究所研究課題評価委員会を開催した。 

 

気象研究所研究課題評価委員会 

日 時：平成 30年１月 24日（水） 11時 00分～11時 20分 

場 所：気象研究所第一共用室 

委 員：隈健一、齊藤和雄、大野木和敏、安田珠幾、小泉耕、尾瀬智昭、青梨和正、高薮出、鈴木

修、橋本徹夫、山里平、堤之智、岡部来 

議事概要 
・課題評価 

地方共同研究１課題の事前評価を実施した。評価の結果については下記のとおり。 
  

評価結果 

事前評価 

「(地方共同研究)機動観測項目における火山ガス成分観測の実効性調査（平成30年度～平成31年度）」 

１．総合評価 

（１）採用の可否：可 

（２）修正の必要の有無：修正の必要なし 

２．総合所見 

本研究は、火山の噴火予測が社会的にも重視されている中、火山活動評価において重要性が指
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摘され、気象庁において今後現業として実施されることが期待される「火山ガス成分観測」を福

岡管区気象台等で先駆的に実施し、その有効性を検証するものである。火山活動評価手法検討会

やデータ検討会、共同研究成果研究会等により、観測結果の検証や評価も適切に行われることが

期待される。 
研究を進めつつ現場の地台職員のスキルを上げ、機動的観測の拡充を測れ、火山研究部の研究

との、相乗効果を狙った研究である。研究所から適切な指導を行うことで、参加者のスキルアッ

プ、知見の向上が期待できる。 
現場として、実際に火山ガスを観測分析し、そのデータの有用性を確認し、火山活動を評価す

る、そして全体として火山ガス成分観測の実効性を実感として判断されること大切なことである。 
検知管による測定精度があまり高くない点を考えると、期待される研究成果が十分には得られ

ない可能性もあるが、その点を考慮しても、推進すべき課題と考えられる。 
本研究の目的、目標、進め方は適切であり、研究の成果も十分に期待できると判断できる。今

後は以下の点に留意しつつ、提案された研究計画を進めるべきである。 
 
・サンプルの保管場所の確保等を考える必要がある。 
・近い将来の火山機動観測における火山ガス成分比の観測の業務化に向けて全国の手本となる成

果を期待する。 
・実施にあたっては、職員の生命等の安全を第一に優先すると同時に、安全に係る技術・知見に

ついても記録として残すなど、機動観測のより安全な実施に役立てることも考慮してもらいた

い。 
・実効性が確認されてまたは期待できて、火山ガス観測が重要な観測項目と考えられる場合には、

その次の段階の長期研究観測や現業的な監視観測として、自動観測など安全性にも配慮した観

測手法の検討をお願いしたい。 
・対象火山が２つ、期間も２年弱であるので、顕著なイベント（活動）が無かった場合の取りま

とめ方針についても、必要に応じ検討してもらいたい。 
・火山活動評価及び噴火活動予測の精度を高めることは重要であるが、一方で火山ガスによる直

接の被害に関して、いつどこでどのようなガスが噴出する可能性があるかを明らかにすること

に向けての調査も必要であるのではないか。 
 

気象研究所研究課題評価委員会 

日 時：平成 30年２月８月（木） 14時 00分～17時 00分 

場 所：気象研究所第一共用室 

委 員：隈健一、齊藤和雄、大野木和敏、安田珠幾、小泉耕、尾瀬智昭、青梨和正、高薮出、鈴木

修、橋本徹夫、山里平、堤之智、岡部来 

議事概要 
・課題評価、年次チェックアップ 

重点研究 7 課題の年次チェックアップ及び地方共同研究１課題の中間評価、地方共同研究１課

題の終了時評価を実施した。評価の結果については下記のとおり。 
 

評価結果 

中間評価 

「（地方共同研究）立山カルデラ新湯周辺の火山活動と水位変動に関する調査（平成 29年度～平成 30

年度）」 
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１．総合評価 

（１）継続の可否：継続 

（２）修正の必要の有無：修正の必要なし 

２．総合所見 

本研究は、地台職員のモチベーションから始まっており、地域のニーズに応じた素晴らしい研

究である。近年の火山活動に関する社会的関心、防災上の重要性から、このような調査・研究に

ついては意義がある。 

震動観測による震動の振幅と水位変動や、その震動源の深さについて、新たな知見が得られて

おり、調査がある程度進んでいるといえる。観測点設置と維持に労力がかかっており、さらなる

観測増強は大変なことと思うが、監視カメラの増設を予定しているので、それに合わせて、地震

観測点も増強できれば、震動観測の解釈をより適切にしやすいものと考える。 

間欠泉活動と関連した特異な震動、温泉温度とｐＨの関係は非常に興味深い。 

本研究は現状で目標をある程度達成しており、ある程度研究成果が出ている。また、研究目標

の設定は概ね妥当、研究手法の効率性はある程度効率的であると判断できる。 

加えて以下のような指摘事項もあり、今後は以下の点にも留意しつつ、提案された研究計画を

進めるべきである。 

 

・地方気象台職員が意欲をもって実施する観測について、まずは観測してデータを取得すること

が最優先である。気象研究所としては、観測が適切に実施できるように助言することが重要と

考える。データが取得できたら、データ解析について助言してほしい。 

・まずは現象把握に努めていただき、論文等にまとめていただきたい。貴重な資料になると思わ

れる。 

・目的とする立山カルデラ新湯周辺の火山活動の評価と水位変動との関係が良く分からない。精

度良く水位変動が計測できれば、火山活動の評価につながるということであれば、このまま継

続されて良い、もし、他の着目点も必要ということであれば、それについての検討もお願いす

る。 

・引き続き観測を継続して、メカニズム解明までは到達しなくとも、観測成果をとりまとめ、後

年に残していってほしい。 

・研究の目的を明確にしていただきたい。そしてそこから手法をブレイクダウンしていくと、何

をすべきかがもう少し幅広に見えてくるのではないか。例えば知見の収集でも良い。ただし、

何を目的として行うのか、そしてその行っている手段が目的に沿っているかをよく吟味して欲

しい。 

・現状では水（熱水）そのものの観測（水位、pH、水温）と地震計の観測があまり結びついてい

ない印象を受ける。 

 

終了時評価 

「（地方共同研究）沖縄地方（島嶼部）における荒天時地動ノイズの特性調査と震源自動決定処理への

応用（平成 28年度～平成 29年度）」 

１．総合評価 

  研究を実施した意義はあった。 

２．総合所見 

ノイズ問題は地球科学だけの分野に限らず、電磁波や音波など多くの工学的分野で数多くの実

用的なノイズ除去の研究が行われている。研究目標であるノイズ低減フィルターの提言にはなら
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なかったが、沖縄地方各地点における地震計のノイズ特性を系統的に調査しまとめたことは、大

きな研究成果と言える。 

当初期待した自動震源決定の改善にはつながらなかったが、沖縄地方の地震計ノイズの特性に

ついて一定の知見が得られた。現用の自動震源決定手法の妥当性を追認するだけにとどまったが、

研究を進めた意義はあったと考える。 

本研究は当初想定していた成果は得られなかったが、一定の成果が得られた。また、研究目標

の設定は概ね妥当、研究の効率性は概ね効率的であったと判断できる。 

加えて以下のような指摘事項もあり、後年度の他研究等に活かすことを期待する。 

 

・本研究における経験を今後の気象庁全体の業務に活かしていただきたい。 

・発表が少ないが、成果をドキュメントとして残すことは大切なので、終了後であっても発表や

寄稿等を行うようにしていただきたい。 

 

気象研究所研究課題評価委員会 

日 時：平成 30年２月 21日（水） 14時 30分～16時 40分 

場 所：気象研究所第一共用室 

委 員：隈健一、齊藤和雄、大野木和敏、安田珠幾、小泉耕、尾瀬智昭、青梨和正、高薮出、鈴木

修、橋本徹夫、山里平、堤之智、岡部来 

議事概要 
・課題評価、年次チェックアップ 

若手研究１課題の終了時評価及び地方共同研究３課題の年次チェックアップ、重点研究２課題

の年次チェックアップを実施した。評価の結果については下記のとおり。 
 

評価結果 

終了時評価 

「（若手研究）火山性流体採取法における技術的検討（平成 29年度）」 

１．総合評価 

  優れた研究であった。 

２．総合所見 

本研究は、火山ガスの採取をどこで行なうべきかという、基礎的な基準に関する研究であり、

今後の火山ガス研究の発展に重要と考えられる。期間が短く、成果発表がないのは残念だが、科

研費基盤研究の申請につなげた。 

目標設定の妥当性については自己点検のとおり、やや高度に設定しすぎた感がある。他の研究

との連携が有効に行われ、効率的に実施されていた。 

本研究は当初想定どおりの成果は得られた。また、研究目標の設定は概ね妥当、研究の効率性

は効率的であったと判断できる。 

加えて以下のような指摘事項もあり、後年度の他研究等に活かすことを期待する。 

 

・今回の経験と成果をもとに、観測の安全性やコストなどを工夫し、水蒸気爆発の可能性予測を

目的として、長期的な火山ガス監視が多数の火山でできるようなシステムを考えてほしい。観

測の安全性が損なわれると、火山ガス観測そのものができなくなる可能性もあるので、慎重に

研究を進めてほしい。 

・研究結果は是非技術報告等ドキュメントにまとめていただきたい。 
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・採取を実施した山及び地点のデータについて地点の依存性は少なかったとはいう結果に対して、

その根拠（推定でも良い）などが示されていない、今後の取組や将来の成果に盛り込まれるこ

とで、初期の目的が達成されることに期待したい。 

・ドローン等を活用しながら、しかも直接噴気孔から採取できるような安全な新しい観測手法を

検討することも大切なので、今後は、その方面も研究してもらいたい。 

・事例数がまだ少ない。今後も継続して同様の研究を実施し、結果をより強固なものにしてもら

えればと考える。 

 

気象研究所研究課題評価委員会 

日 時：平成 30年２月 28日（水） 13時 00～17時 00分 

場 所：気象研究所第一共用室 

委 員：隈健一、齊藤和雄、大野木和敏、安田珠幾、小泉耕、尾瀬智昭、青梨和正、高薮出、鈴木

修、橋本徹夫、山里平、堤之智、岡部来 

議事概要 
・課題評価 
重点研究 5 課題及び一般研究６課題の年次チェックアップを実施した。 

 

気象研究所研究課題評価委員会 

日 時：平成 30年３月 20日（火） 11時 00分～12時 00分 

場 所：気象研究所第一共用室 

委 員：隈健一、齊藤和雄、大野木和敏、安田珠幾、小泉耕、尾瀬智昭、青梨和正、高薮出、鈴木

修、橋本徹夫、山里平、堤之智、岡部来 

議事概要 
○議題１：気象研究所での平成 29年度の重点研究・一般研究・地方共同研究・若手研究の評価につ

いて（協議） 
気象研究所での平成 29年度の重点研究・一般研究・地方共同研究・若手研究の評価について、

評価結果を承認いただいた。 
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４．刊行物、主催会議等  

 

気象研究所の研究成果は、気象庁の業務に活用されるほか、研究所の刊行物、研究成果発表会などを

通じて社会に還元している。 

また、関連する学会や学会誌などで発表することにより、科学技術の発展に貢献している。 

 

４．１．刊行物 

 

気象研究所研究報告（Papers in Meteorology and Geophysics） 

研究成果の学術的な公表を目的とした論文誌（ISSN 0031-126X）。 

気象研究所職員及びその共同研究者による原著論文、短報及び総論（レビュー）

を掲載している。主な配布先は、国の内外の研究機関・大学、気象官署などで、国

立国会図書館でも閲覧することができる。 

平成 17 年度からは、独立行政法人科学技術振興機構が運営する科学技術情報発

信・流通総合システム”J-STAGE” に登録し、オンライン発行とした。 

J-STAGE URL: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/mripapers 

平成 29年度は次の論文を掲載した。 

 

第 67巻 

・藤枝鋼：日本国内における昼間の地表面付近の大気放射量推定法 

 

気象研究所技術報告（Technical Reports of the Meteorological Research 

Institute） 

研究を行うなかで開発された実験方法や観測手法などの技術的内容や研究の結果

として得られた資料などを著作物としてまとめることを目的とした刊行物（ISSN 

0386-4049）。主な配布先は、国立国会図書館、国内の研究機関・大学、気象官署など

で、気象研究所ホームページ（http://www.mri-jma.go.jp/）でも閲覧することがで

きる。 

平成 29年度は第 81号を発刊した。 

 

第 81号「集中豪雨・大雨発生の必要条件の抽出・妥当性の確認と十分条件の抽出」 

    （津口裕茂（予報研究部）・大阪管区気象台・彦根地方気象台・京都地方気象台・神戸地方

気象台・奈良地方気象台・和歌山地方気象台・広島地方気象台・岡山地方気象台・松江地

方気象台・鳥取地方気象台・高松地方気象台・徳島地方気象台・松山地方気象台・高知地

方気象台） 
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４．２．発表会・主催会議等 

 

・気象研究所研究成果発表会 
気象研究所の研究成果を広く一般に紹介し、社会的評価を高めることを目的とした発表会で毎年 1回

開催している。平成 29 年度は、平成 29 年 12 月２日（土）に一橋大学一橋講堂（東京都千代田区）で

開催し、以下の研究成果について発表した。 

 

【報告題目】 

・気象研究所での自然災害の軽減に向けた研究の概要 

報告者：隈 健一 （気象研究所長） 

・「平成 29年 7月九州北部豪雨」の発生要因について-線状降水帯の形成・維持メカニズム- 

報告者：津口裕茂 （予報研究部 主任研究官） 

・日本における極端降水の将来変化 

報告者：村田昭彦 （環境・応用気象研究部 主任研究官） 

・揺れの数値予報：次世代の緊急地震速報を目指して 

報告者：干場充之 （地震津波研究部 室長） 

・気象庁海洋気象観測船「啓風丸」で観測された西之島の火山活動 

報告者：高木朗充 （火山研究部 室長） 

 

 

・第 15回環境研究シンポジウム「持続可能な生産と消費～資源循環型社会の構築をめざして」 

「環境研究シンポジウム」は、気象研究所を含む 13 の環境研究に携わる国立試験研究機関、国立大

学法人及び国立研究開発法人が参加する「環境研究機関連絡会」が主催する公開シンポジウムで、毎年、

決まったテーマの下で、参加する研究機関が成果の発表を行っている。平成 29 年度は、平成 29 年 11

月 22 日（火）に一橋大学一橋講堂（東京都千代田区）において開催され、気象研究所は以下の講演及

びポスター発表を行った。 

 

【講演】 

  講演名：再生可能エネルギー分野への気象予測の利用 

  講演者：山田芳則 （予報研究部 室長） 

【ポスター発表】 

① 電力・エネルギー分野での太陽光発電出力予測の検討 

② ひまわり 8 号で観測した高頻度大気追跡風と海面水温の台風へのインパクト実験 

③ 今世紀末の温暖化状況下におけるロシア主要 7 都市の気候はどうなるか？ 

④ 次世代の衛星搭載マイクロ波放射計降水推定アルゴリズム開発 

⑤ 地球温暖化によって日本の雪は減るのか？ 

⑥ 気象研究所における大気エアロゾルの観測的および数値的研究 

⑦ 固体素子二重偏波レーダーを利用した雨氷（うひょう）と凍雨の検知 

⑧ 河川は海の塩分をどう変える？：気象研究所における河川起源水のシミュレーション 
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５．普及・広報活動 

 
気象研究所では、研究の内容や業務について広く一般の方々の理解を促進するため、気象研究所ホー

ムページやパンフレットなどの媒体を通じて情報を発信している。 

また、施設の公開は気象研究所が独自に実施しているもののほか、他省庁の主催する行事への協力や

筑波研究機関連絡会、つくば市等の行事と連動し、効果的な普及･広報活動に努めている。 
 
５．１．ホームページ 

 

気象研究所のホームページは、気象研究所の研究活動や内容を内外に向けて積極的に発信することを

目的として、平成７年 12 月から運用し、平成 26 年６月に掲載内容を拡充してリニューアルを行った。 

気象研究所ホームページは、気象庁のホームページや関連研究機関からリンクが張られており、平成

29年度のアクセス件数は月平均で約 36万件であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ホームページアドレス：http://www.mri-jma.go.jp 

 

 

５．２．施設公開等 

 

一般公開（科学技術週間） 
気象研究所では、気象測器検定試験センター及び高層気象台と共同で、科学技術に関する国民の関心

と理解を深めるため、科学技術週間†の行事の一環として一般公開を行っている。この一般公開では研

究・観測施設の公開、ビデオ放映やパネル展示により当所業務の紹介を行うほか、職員自らによる講演

や講義によりこれまでに得られた最新の知見を来場者に紹介している。 

平成 29年度は４月 19日（水）に行い、196名の来場者があった。 

 
†科学技術週間 

科学技術に関し、広く一般国民の関心と理解を深め、わが国の科学技術振興を図るために設定されている週間。例

年、発明の日（４月 18日）を含む週が科学技術週間として設定される。 
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 気象研究所企画内容（タイトル） 研究部 

特別講演 平成２８年熊本地震の実像―熊本地震に関する

気象研究所の取り組み― ・・・・・・・・・・ 

地震津波研究部 

市民科学を通した首都圏降雪機構の解明「#関東

雪結晶 プロジェクト」 ・・・・・・・・・・・ 

予報研究部 

研 究 官 と

の談話・ミ

ニ講座 

たのしいデータ同化 ・・・・・・・・・・・・ 台風研究部 

地球温暖化の監視 ・・・・・・・・・・・・・・・ 気候研究部 

火山の石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 火山研究部 

海の観測とエルニーニョ予報 ・・・・・・・・・ 海洋・地球化学研究部 

 スーパーコンピューター ・・・・・・・・・・ 企画室 

施設公開 電子顕微鏡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 環境・応用気象研究部 

 低温実験施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 予報研究部 

 風洞実験施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 環境・応用気象研究部 

 GPS、ライダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 気象衛星・観測システム研究部 

 
 
お天気フェア 

気象研究所では、気象測器検定試験センター及び高層気象台と共同で、毎年夏休み期間中に「お天気

フェア」を開催している。この「お天気フェア」では、研究・観測施設の公開やビデオ上映のほか、研

究部ごとに特徴を生かしたブースを設置し、実験や解説を行っている。 

なお、このお天気フェアは、つくば市教育委員会が主催する研究機関等の施設見学スタンプラリー「つ

くばちびっ子博士」の指定イベントとして登録されている。 

平成 29年度は、８月２日（水）に以下の内容で開催し、1,151名の来場者があった。 

 企画内容（タイトル） 主催官署・研究部 

講習 天気図講習会 ・・・・・・・・・・・・・・・ 予報研究部 

施設公開 低温実験施設 ・・・・・・・・・・・・・・・ 予報研究部 

 回転実験施設 ・・・・・・・・・・・・・・・ 環境・応用気象研究部 

 風洞及び気象測器の展示 ・・・・・・・・・・ 気象測器検定試験センター 

見学 オゾンゾンデ観測の見学 ・・・・・・・・・・ 高層気象台 

 スーパーコンピューター ・・・・・・・・・・ 企画室 

体験 気象観測用気球の放球体験 ・・・・・・・・・ 高層気象台 

 赤外線で温度を測る ・・・・・・・・・・・・ 火山研究部 

 マグニチュード体験 ・・・・・・・・・・・・ 地震津波研究部 

 地震波を音で聞いてみよう ・・・・・・・・・・ 地震津波研究部 

展示 オゾン層、紫外線、日射放射観測パネル展示 ・ 高層気象台 

 地磁気って何？ ・・・・・・・・・・・・・・ 地磁気観測所 

 古文書からわかる昔の大地震 ・・・・・・・・ 地震津波研究部 

実験 紫外線を測ってみよう ・・・・・・・・・・・ 高層気象台 

 台風で強風が吹く仕組みを理解しよう ・・・・ 台風研究部 

 竜巻発生装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 気象衛星・観測システム研究部 

 雨粒の形を見てみよう ・・・・・・・・・・・・ 環境・応用気象研究部 

 空気砲であそぼう ・・・・・・・・・・・・・・ 気候研究部 

 どっちが塩水 ・・・・・・・・・・・・・・・ 海洋・地球化学研究部 
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施設見学 
定期的な一般公開（科学技術週間、お天気フェア）のほか、主として学校教育の一環として行われる

校外授業などを対象に施設見学の対応を行っている。平成 29 年度は、主に研究所内の施設紹介を行う

「施設見学コース」と、見学希望者の選択した研究の内容を紹介する 「研究紹介コース」の２つのコ

ースを設定した。平成 29年度は 27件の見学を行った。 

 

 

５．３．他機関主催行事への参加 

 

つくば市などが主催する、科学技術の普及に関する行事に参加・協力し、気象研究所の研究活動の紹

介や、気象・気候・地震火山に関する知識の普及活動を行っている。平成 29 年度は、下記の行事に参

加・協力した。 

平成 30年２月 14日 

 

研究員による小中学校出前授業サイエンス Q（筑波研究学園都市交流協議

会主催）に参画 

 テーマ：竜巻のつくり方 

出前講座先：つくば市立竹園東小学校 

研究員：横田 祥（予報研究部） 

このほか、つくばサイエンスツアーオフィス（（一財）茨城県科学技術振興財団）や筑波研究学園都

市研究機関等広報連絡会議（事務局 つくば市市長公室広報戦略課）などに参画し、つくば市内の研究

機関として広報活動に寄与している。 

 
 

５．４．報道発表 

 

平成 29年６月 19日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年６月 19日 

気象庁海洋気象観測船「啓風丸」で観測された西之島の火山活動 

概要：気象庁気象研究所が、気象庁海洋気象観測船「啓風丸」により、５

月 25日～27日に行った西之島の火山観測やその後の分析の結果、活発な火

山活動を示す結果が得られました。 

 火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、前回の噴火活動中の値とほぼ同

程度に復活。 

 火山ガス成分比は、マグマ噴火に伴う高温の火山ガス由来の値を示す。 

 １分間に１回程度、溶岩塊を噴き上げる噴火を繰り返しながら、１時

間に１回程度、爆発的な噴火を繰り返す活発な噴火活動が継続。 

これらのことから、一旦休止していると考えられていた噴火活動が、2014

～2015年と同程度まで、活発になっていることが分かりました。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/290619_nishinoshima/press_290619_n

ishinoshima.html 

台風全域の超高解像度シミュレーションが解明した風の微細構造（東京大

学・海洋研究開発機構との共同プレスリリース） 

概要：台風の詳細構造を解明するために、理化学研究所のスーパーコンピ

ュータ「京」を駆使し、これまで不可能だった台風全体を高分解能(100m) 
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 で計算する「台風全域ラージ・エディ・シミュレーション」を実施して、

海上の台風の地表面付近、特に台風の最も風速が強い領域における風の微

細構造を初めて明らかにしました。その結果、これまでに指摘されていた

壁雲の外側にあるロール構造に加えて、台風の壁雲付近にも別の構造を持

つ新しい 2 種類のロール構造が出現しました。これら新しい 2 種類のロー

ル構造が計算されたのは本研究が世界で初めてです。このロール構造によ

り、海上の台風でありながら局所的に平均風速の 4 割に達する著しい風速

変動を伴う突風が吹いている計算になりました。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/290619_typhoon/press_290619.html 

平成 29年７月 14日 平成 29年 7月 5-6日の福岡県・大分県での大雨の発生要因について～上空

寒気による不安定の強化と猛烈に発達した積乱雲による線状降水帯～ 

概要：7月 5-6日に発生した福岡県・大分県での大雨では、対馬海峡付近に

停滞した梅雨前線に向かって大気下層に大量の暖かく湿った空気が流入す

るとともに、上空に平年よりも気温が低い寒気が流入したため、大気の状

態が非常に不安定となっていました。このような大気状態が持続する中、

九州北部にあった地表の温度傾度帯（冷たい空気と暖かく湿った空気の境

界）付近で積乱雲が次々と発生しました。上空の寒気の影響でそれらが猛

烈に発達し、東へ移動することで線状降水帯が形成・維持され、同じ場所

に強い雨を継続して降らせました。 

http://www.jma.go.jp/jma/press/1707/14b/press_20170705-06_fukuoka-oita

_heavyrainfall.html 

平成 29年９月４日 黄砂や PM2.5 などの大気浮遊粒子状物質（エアロゾル）に関する再解析デ

ータセットを開発—気候・健康等への影響評価の高精度化に期待—（九州大

学との共同プレスリリース） 

概要：気象庁気象研究所と九州大学の研究グループ（代表者：弓本桂也、

九州大学応用力学研究所准教授）は、同研究所で開発している全球エアロ

ゾル輸送モデル（MASINGAR）に、新たにデータ同化技術を導入し、衛星観

測から得られたデータを組み込むことで、高精度で欠損のない過去 5 年分

の全球エアロゾル再解析データセットの作成に成功しました。また、地上

の観測データと比べることで、作成したデータセットが、従来のモデルの

みを使った研究に比べ、エアロゾルの時空間変動の再現性が大幅に向上し

ました。本研究で作成されたデータセットには、黄砂や PM2.5 等の地上付

近重量濃度、エアロゾルの光学的厚さ、地上・海上への沈着量分布などが

含まれており、webページを通じて研究コミュニティーに広く公開する予定

です。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/290904_JRAero/press_290904.html 

平成 29年 10月 26日 地球温暖化で猛烈な熱帯低気圧（台風）の頻度が日本の南海上で高まる ～

多数の高解像度温暖化シミュレーションによる予測～（気象業務支援セン

ターとの共同プレスリリース） 

概要：これまでにない多数の高解像度地球温暖化気候シミュレーション実

験の結果を解析して、温暖化が最悪のシナリオで進行した場合の 21世紀末

には、全世界での熱帯低気圧(台風)の発生総数は 3割程度減少するものの、
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日本の南海上からハワイ付近およびメキシコの西海上にかけて猛烈な熱帯

低気圧の出現頻度が増加する可能性が高いことが示されました。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/291026_d4pdf/press_291026_d4pdf.ht

ml 

平成 29年 12月５日 小型ドップラーレーダーによる突風探知アルゴリズムの開発 

概要：気象研究所は、東日本旅客鉄道株式会社と共同で、小型ドップラー

レーダーによる突風探知アルゴリズムを開発しました。このアルゴリズム

は、東日本旅客鉄道株式会社により、冬季の山形県庄内地域を対象とした

運転規制に平成 29年 12月 19日から活用される予定です。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/291205/press_291205.html 

平成 30年３月 22日 シチズンサイエンスによる超高密度雪結晶観測～市民の協力で得られた雪

結晶ビッグデータで雲を読み解く～ 

概要：首都圏の降雪現象の実態解明を目的に、スマートフォンとソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス等を組み合わせたごく簡易な雪結晶観測・

データ収集手法を確立し、シチズンサイエンス（市民参加型の研究）によ

る雪結晶観測を実施しました。2016～2017 年冬季に 1 万枚以上の雪結晶観

測データを収集でき、これまでにない超高密度な雪結晶観測が実現され、

首都圏の降雪現象における雪雲の動態を解析することができました。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/300322/press_300322_1.html 

平成 30年３月 22日 平成 29 年 3 月 27 日栃木県那須町における表層雪崩をもたらした短時間大

雪について～閉塞段階の南岸低気圧に伴う 3月として約 20年に 1度の稀な

現象～ 

概要：平成 29 年 3 月 27 日に栃木県那須町の山岳域において、短時間の大

雪により表層雪崩が発生しました。この大雪は 3月としては約 20年に 1 度

の稀な現象でした。本事例の短時間大雪は関東付近を通過する閉塞段階の

南岸低気圧に伴う雲によりもたらされており、過去においても同様な気象

条件のもとで短時間大雪が発生していたことがわかりました。本事例では、

上記に加えて、地形の影響によって局地的に降雪が強化されたことも数値

シミュレーションの結果から示唆されています。 

http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H29/300322/press_300322_2.html 

平成 29年５月 16日 人為起源の黒色酸化鉄粒子による大気加熱効果を発見（東京大学・国立極

地研究所との共同プレスリリース） 

概要：東京大学大学院理学系研究科の茂木信宏助教、気象庁気象研究所の

足立光司主任研究官、国立極地研究所の近藤豊特任教授らの研究グループ

は、独自開発の分析装置を搭載した航空機観測により、人為的な高温プロ

セスで生成した黒色の酸化鉄粒子が、東アジア上空の対流圏に高い質量濃

度で存在していることを発見しました。同時に、観測データに基づいた理

論計算から、この黒色酸化鉄粒子が炭素性粒子に比べて無視できない程度

に大きい大気加熱効果をもつことを示しました。この結果から、温暖化や

水循環変化の一因となる人為起源の黒い粒子として、炭素性粒子だけでは

なく、黒色酸化鉄粒子も重要である可能性が示されました。 

平成 29年６月２日 黄砂観測の判定精度向上に資する観測的手法を提案！（北海道大学との共

同プレスリリース） 
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概要：2016年 3月 7日、北海道に到達する黄色いモヤが NASAの衛星画像で

確認され、夜間には PM2.5 濃度の上昇も札幌市内で観測されました。気象

庁は恒常的に黄砂の目視観測を行っていますが、この日は煙霧が 21時前後

に一時的に観測されたものの、黄砂を観測したとの報告はありませんでし

た。今回、安成哲平助教らの北海道大学、気象庁気象研究所、国立環境研

究所、東京大学、岡山大学、米国 NASA による国内外複合研究チームは、北

海道大学構内（札幌市）及び滝川市スカイパーク内に設置された複数の大

気汚染観測機器による観測データ、大気汚染の時空間分布を議論できる最

新全球グリッド再解析データ（NASA が作成した MERRA-2）、更に札幌市で

測定されている PM2.5 のデータを組み合わせて解析し、本事例が、黄砂の

飛来による大気汚染イベントであると結論づけました。特に観測に使用し

た神栄テクノロジー社製のエアロゾルセンサーは、黄砂飛来開始のタイミ

ングを知るのに有効であることがわかりました。 

平成 29年７月 27日 東京スカイツリーで大気中二酸化炭素などの温室効果ガス観測をはじめま

した（国立極地研究所ほかとの共同プレスリリース） 

概要：国立研究開発法人国立環境研究所らのグループは、世界最大級の都

市である東京圏からの二酸化炭素（以下、CO2という。）排出量をモニタリ

ングするために、東京スカイツリーにおいて、大気中の温室効果ガス(CO2、

メタン等)と関連物質（炭素同位体、酸素、一酸化炭素等）の観測を開始し

ました。CO2 濃度だけでなく、CO2 中の放射性炭素同位体比と大気中酸素濃

度を高精度で分析することで、CO2排出量を排出源別（植物の呼吸から出た

ものか、化石燃料を燃焼して出たものか）および燃料別（天然ガスか、石

油か）に推定することが可能になると期待されます。CO2濃度については、

平成 28 年 3 月末から現在まで１年以上の観測を実施し、大都市特有の CO2

濃度変動（濃度が高く、かつ気象場に応じた数日周期の激しい変動がある）

を捉えることに成功しました。 

平成 29年８月 21日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 10月 18日 

サンゴが記録した人為起源二酸化炭素の大気放出による海洋酸性化の履歴

（東京大学大気海洋研究所ほかとの共同プレスリリース） 

概要：東京大学、海洋研究開発機構、産業技術総合研究所、気象研究所の

研究グループは、父島（小笠原諸島）・喜界島（奄美群島）に生息する、

サンゴの一種、ハマサンゴの骨格のホウ素同位体比および炭素同位体比を

分析しました。その結果、海洋酸性化による海水の pH低下が、石灰化母液

の pHをも低下させ、石灰化に悪影響を及ぼし始めている可能性が示されま

した。人為的気候変化に伴う水温上昇の結果、サンゴ礁は近年頻度と強さ

が増しつつある白化現象の脅威にさらされていますが、海洋酸性化もまた

サンゴの石灰化に影響し始めている可能性が示唆され、サンゴ礁生態系の

未来を予測する上で重要な知見が得られました。 

タケ、北日本で分布拡大のおそれ～里山管理の脅威になっているモウソウ

チクとマダケ（産業管理外来種）の生育に適した環境は温暖化で拡大し、

最大 500km北上し稚内に到達～（東北大学ほかとの共同プレスリリース） 

概要：長野県環境保全研究所、東北大学、森林総合研究所、気象庁気象研

究所、筑波大学、東京大学、国立環境研究所及び総合地球環境学研究所の 
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 研究グループは、産業管理外来種として里山管理の脅威となっているモウ

ソウチクとマダケの生育に適した環境が温暖化によってどれくらい拡大す

るかを予測しました。本研究は、竹林の分布を、広域の現地調査に基づい

て予測すると共に、気候変動の影響を推定した日本で初めての報告です。 

平成 29年 11月 10日 小惑星衝突の「場所」が恐竜などの大量絶滅を招く-衝突場所により、すす

が引き起こす気候変動の規模に変化-（東北大学との共同プレスリリース） 

概要：6600万年前の白亜紀末に直径 10km程度の小惑星が地球へ衝突し、恐

竜など 75％以上の動物の種（しゅ）が絶滅したことが知られています。東

北大学大学院理学研究科地学専攻の海保邦夫教授と気象庁気象研究所の大

島長主任研究官は、直径 10km程度の小惑星が地球へ衝突した場合でも、こ

のような大量絶滅が常に起きるとは限らず、その確率は 1 割程度と低かっ

ただろうという考察を発表しました。また、同じ小惑星でも衝突する場所

により、気温低下がほとんど起きない場合から地球全体の月平均気温が

11℃程度低下する場合まであることが分かりました。 

 

 

５．５．国際的な技術協力 

 

気象研究所では、気象庁として加盟する世界気象機関(WMO)の枠組みの中で、WMOが行う様々な研修に

講師として研究者を派遣するほか、開発途上国などからの研修員を積極的に受け入れている。また、独

立行政法人 国際協力機構(JICA)が行う政府開発援助のもとで行う研修においても、気象に関する幅広

い技術の指導や支援を行っており、国際的な技術協力を行っている。 

そのうち、気象研究所で平成 29年度に受け入れた研修は JICA集団研修「気象業務能力向上」であり、

来訪者及び対応者は、8.3「海外研究機関等からの来訪者等」に記載している。 

また、地震火山分野にあっては、平成７年以来、建築研究所が行う「国際地震工学研修」グローバル

地震観測コースにおいて、地震波解析による核実験識別法の講義等を行うことを通じて、包括的核実験

禁止条約の枠組み推進に貢献するとともに、平成 23 年度からは同研修の個人研修にかかる研修生の受

け入れも行っている。 
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６．成果発表 
 
６．１．論文等 
 
 気象研究所の職員が、平成 29 年度に発表した原著論文や報告書,著書,翻訳,解説などの著作物について、単

独・共著の区別なく掲載した。ただし、口頭発表に伴う著作物のうち学会予稿集など簡易なものについては

除いている。 
各著作物の情報は,整理番号, 著者, 発表年, タイトル. 掲載誌（書名）, 掲載巻, 掲載頁, doi（オンライン

論文誌）または ISBN（著書（分担執筆含む））の順で掲載した。整理番号の後ろに「*」を付した著作物は、

原著論文査読付きであることを示している。 
 
足立アホロ 1 瀬古弘, 上田博, 真木雅之, 中北英一, 佐藤晋介, 大東忠保, 出世ゆかり, 足立アホロ, 川

畑拓矢, 2017: 偏波レーダーを用いた観測解析技術と利用法の展開. 天気（研究会報

告）, 64, 756-758. 
足立光司 1* Moteki, N., K. Adachi, S. Ohata, A. Yoshida, T. Harigaya, M. Koike, and Y. Kondo, 

2017: Anthropogenic iron oxide aerosols enhance atmospheric heating. Nature 
Communications, 8, 1-11, doi:10.1038/ncomms15329. 

 2* 小野貴大, 飯澤勇信, 阿部善也, 中井 泉, 寺田靖子, 佐藤志彦, 末木啓介, 足立光司, 五
十嵐康人, 2017: 福島第一原子力発電所事故により 1 号機から放出された放射性粒

子の 放射光マイクロビーム X 線分析を用いる化学性状の解明. 分析化学, 66（4）, 
251-261, doi:10.2116/bunsekikagaku.66.251. 

 3* Martin, S., P. Artaxo, L. Machado, A. Manzi, R. Souza, C. Schumacher, J. Wang, T. 
Biscaro, J. Brito, A. Calheiros, K. Jardine, A. Medeiros, B. Portela, S. de Sá, K. 
Adachi, A. Aiken, R. Albrecht, L. Alexander, M. Andreae, H. Barbosa, P. Buseck, 
D. Chand, , 2017: The Green Ocean Amazon Experiment (GoAmazon2014/5) 
Observes Pollution Affecting Gases, Aerosols, Clouds, and Rainfall over the Rain 
Forest. Bulletin of the American Meteorological Society, 98, 981-997, 
doi:10.1175/BAMS-D-15-00221.1. 

 4* 足立光司, 2017: 原子力発電所事故で放出された不溶性放射性粒子の形態と組成. エアロ

ゾル研究, 32, 255-260, doi:10.11203/jar.32.255. 
 5* Adachi, K., Sedlacek, A. J., Kleinman, L., Chand, D., Hubbe, J. M., Buseck, P. R, 2018: 

Volume changes upon heating of aerosol particles from biomass burning using 
transmission electron microscopy. Aerosol Science and Technology, 52, 46-56, 
doi:10.1080/02786826.2017.1373181. 

 6* Sedlacek III, A.J., P.R. Buseck, K. Adachi, T.B. Onasch, S.R. Springston, and L. 
Kleinman, 2018: Formation and evolution of Tar Balls from Northwestern US 
wildfires. Atmospheric Chemistry and Physics, 18(15), 11289-11301, 
doi:10.5194/acp-2018-41. 

 7* Kinase, T., K. Kita, Y. Igarashi, K. Adachi, K. Ninomiya, A. Shinohara, H. Okochi, H. 
Ogata, M. Ishizuka, S. Toyoda, K. Yamada, N. Yoshida, Y. Zaizen, M. Mikami, 
H. Demizu and Y. Onda, 2018: The seasonal variations of atmospheric 
134,137Cs activity and possible host particles for their resuspension in the 
contaminated areas of Tsushima and Yamakiya, Fukushima, Japan. Progress in 
Earth and Planetary Science, 5:12, doi:10.1186/s40645-018-0171-z. 

足立 透 1* Yoshida, S., T. Adachi, K. Kusunoki, S. Hayashi, T. Wu, T. Ushio, and E. Yoshikawa, 
2017: Relationship between thunderstorm electrification and storm kinetics 
revealed by phased array weather radar. Journal of Geophysical Research 
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Atmosphere, 122, 3821-3836, doi:10.1002/2016JD025947. 
 2 Sato, M., T. Adachi, T. Ushio, T. Morimoto, M. Kikuchi, H. Kikuchi, M. Suzuki, A. 

Yamazaki, Y. Takahashi, R. Ishida, Y. Sakamoto, K. Yoshida, and Y. Hobara, 
2017: Sprites identification and their spatial distributions in JEM-GLIMS nadir 
observations. Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences Journal, 28, 
545-561, doi:10.3319/TAO.2016.09.21.02. 

 3 足立透, 2017: 気象災害予測のための最新のレーダー技術. 安全工学, 56-6, 475-481, 
doi:10.18943/safety.56.6_475. 

 4 楠 研一・足立 透・諸富和臣・佐藤晋介・菊池博史・吉田 翔・清水慎吾・小池佳奈・

牛尾知雄・水谷文彦・高橋暢宏, 2017: シンポジウム「フェーズドアレイレーダー」

の報告 －現在の利活用状況から将来展望まで－. 天気（論文・短報）, 64, 901-905. 
荒木健太郎 1 Araki, K., 2017: Effect of cloud microphysics scheme and ice nuclei on forecasts for the 

September 2015 heavy rainfall event in Kanto and Tohoku regions. CAS/JSC 
WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, 47, 403. 

 2 Araki, K., M. Murakami, A. Hashimoto, and T. Tajiri, 2017: Real-time analysis of 
atmospheric thermodynamic conditions based on 1DVAR method using 
ground-based microwave radiometer data.. CAS/JSC WGNE Research Activities 
in Atmospheric and Oceanic Modelling, 47, 103. 

 3 荒木健太郎, 當房豊, 山下克也, 佐藤陽佑, 鈴木健太郎, 瀬戸里枝, 川合秀明, 山内晃, 小
池真, 三隅良平, 三浦和彦, 島伸一郎, 橋本明弘, 田尻拓也, Tzu-Hsien Kuo, 岩田

歩, 折笠成宏, 木ノ内健人, 2017: 「エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究

集会」報告. 天気, 64, 483-491. 
 4 荒木健太郎, 2017: 「感天望気」の物語. 天空の約束, 286-292. 
 5 荒木健太郎, 2017: 予測の難しい関東の雪 解明のカギは「天から送られた手紙」 ―市民

科学が切り拓く降雪研究の新展開―. 世界気象カレンダー2018 年版. 
 6 大島和裕, 堀正岳, 佐藤和敏, 浅井博明, 荒木健太郎, 2017: 2017 年春季「極域・寒冷域研

究連絡会」の報告 -マルチスケールで考える，都市における降雪・積雪-. 天気, 64, 
823-826. 

 7 荒木健太郎, 2017: 雲を愛する技術. 雲を愛する技術, 光文社, 344pp, ISBN: 
4334043291. 

 8* 荒木健太郎, 2018: 低気圧に伴う那須大雪時の表層雪崩発生に関わる降雪特性. 雪氷, 80, 
131-147. 

 9* 荒木健太郎, 2018: シチズンサイエンスによる超高密度雪結晶観測「#関東雪結晶 プロジ

ェクト」. 雪氷, 80, 115-129. 
安藤 忍 1 安藤忍, 2017: だいち 2 号により観測された西之島の山体変形. 気象研究所技術報告, 78, 

34-52. 
 2 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 雌阿寒岳周辺におけるSAR干渉解析

結果. 火山噴火予知連絡会会報, 122, 11-13. 
 3 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 十勝岳周辺におけるSAR干渉解析結

果. 火山噴火予知連絡会会報, 122, 38-41. 
 4 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた西之島の地表変化. 火山噴火予知連絡

会会報, 122, 251-255. 
 5 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた 桜島における SAR 干渉解析結果. 火

山噴火予知連絡会会報, 122, 431-435. 
 6 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 口永良部島におけるSAR干渉解析結
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果. 火山噴火予知連絡会会報, 122, 472-479. 
 7 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 弥陀ヶ原におけるSAR干渉解析結果. 

火山噴火予知連絡会会報, 124, 114-116. 
 8 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた 御嶽山における SAR 干渉解析結果. 

火山噴火予知連絡会会報, 124, 117-121. 
 9 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた 雲仙岳における SAR 干渉解析結果. 

火山噴火予知連絡会会報, 124, 285-288. 
 10 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 霧島山新燃岳におけるSAR干渉解析

結果. 火山噴火予知連絡会会報, 124, 336-339. 
 11 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 口永良部島におけるSAR干渉解析結

果. 火山噴火予知連絡会会報, 124, 416-420. 
 12 安藤忍, 及川輝樹, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた西之島の地表変化. 火山噴

火予知連絡会会報, 128, 185-192. 
 13 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた 阿蘇山における SAR 干渉解析結果. 

火山噴火予知連絡会会報, 124, 264-269. 
 14 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた 三宅島における SAR 干渉解析結果. 

火山噴火予知連絡会会報, 124, 192-194. 
 15 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 秋田駒ヶ岳周辺におけるSAR干渉解

析. 火山噴火予知連絡会会報, 128, 44-45. 
 16 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた西之島におけるSAR干渉解析結果. 火

山噴火予知連絡会会報, 126, 113-115. 
 17 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた硫黄島におけるSAR干渉解析結果. 火

山噴火予知連絡会会報, 126, 119-121. 
 18 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた薩摩硫黄島における SAR 干渉解析結

果. 火山噴火予知連絡会会報, 126, 325-327. 
 19 安藤忍, 及川輝樹, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた西之島の地表変化. 火山噴

火予知連絡会会報, 127, 175-182. 
 20 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた 口永良部島の干渉解析. 火山噴火予

知連絡会会報, 127, 410-411. 
 21 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた御嶽山の干渉解析. 火山噴火予知連絡

会会報, 127, 120-122. 
五十嵐康人 1* 小野貴大, 飯澤勇信, 阿部善也, 中井 泉, 寺田靖子, 佐藤志彦, 末木啓介, 足立光司, 五

十嵐康人, 2017: 福島第一原子力発電所事故により 1 号機から放出された放射性粒

子の 放射光マイクロビーム X 線分析を用いる化学性状の解明. 分析化学, 66（4）, 
251-261, doi:10.2116/bunsekikagaku.66.251. 

 2 五十嵐康人, 2017: 放射性物質の大気沈着・拡散および陸域からの再浮遊について. 
Proceedings of the 18th Workshop on Environmental Radioactivity, 2017-6, 
50-55. 

 3 木村徹, 五十嵐康人, 財前祐二, 2017: ガンマ線スペクトル解析ソフトP-SCAN を用いた

高精度なCs-134/Cs-137 放出能比の導出. Proceedings of the 18th Workshop on 
Environmental Radioactivity, 2017-6, 262-266. 

 4 五十嵐康人, 長田直之, 福津久美子, 2017: 空気中に浮遊する放射性物質の疑問 25－放射

性エアロゾルとはー. 空気中に浮遊する放射性物質の疑問 25－放射性エアロゾルと

はーみんなが知りたいシリーズ６. 
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 5* Kinase, T., K. Kita, Y. Igarashi, K. Adachi, K. Ninomiya, A. Shinohara, H. Okochi, H. 
Ogata, M. Ishizuka, S. Toyoda, K. Yamada, N. Yoshida, Y. Zaizen, M. Mikami, H. 
Demizu and Y. Onda, 2018: The seasonal variations of atmospheric 134,137Cs 
activity and possible host particles for their resuspension in the contaminated 
areas of Tsushima and Yamakiya, Fukushima, Japan. Progress in Earth and 
Planetary Science, 5:12, doi:10.1186/s40645-018-0171-z. 

石井憲介 1 新堀敏基, 石井憲介, 佐藤英一, 徳本哲男, 森健彦, 林洋介, 吉田知央, 松田康平, 2018: 
2017 年 10 月霧島山（新燃岳）噴火に伴う降灰予測. 火山噴火予知連絡会会報, 128, 
320-323. 

 2 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 2018: 2017年10月10日から17日にかけての

新燃岳の 気象衛星ひまわり 8 号による観測結果. 火山噴火予知連絡会会報, 128, 
324-326. 

 3* Ishii, K., Y. Hayashi, and T. Shimbori, 2018: Using Himawari-8, estimation of SO2 
cloud altitude at Aso volcano eruption, on October 8, 2016. Earth, Planets and 
Space, 70, 19, doi:10.1186/s40623-018-0793-9. 

 4 佐藤英一, 福井敬一, 新堀敏基, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された 
2017年10月霧島山（新燃岳）噴火に伴う噴煙エコー. 火山噴火予知連絡会会報, 128, 
316-319. 

 5 佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された

2016 年 10 月８日阿蘇山噴火に伴う噴煙エコー. 火山噴火予知連絡会会報, 126, 
175-180. 

 6 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 林勇太, 2018: 2016 年 10 月 8 日阿蘇山噴火で

放出された二酸化硫黄の静止気象衛星ひまわり８号による観測結果. 火山噴火予知

連絡会会報, 126, 181-182. 
石井雅男 1 石井雅男、笹野大輔、中岡慎一郎、小杉如央、亀山宗彦、川合美千代, 2017: 3 章 海の

物質循環の変化. 海の温暖化 変わりゆく海と人間活動の影響, 42-62. 
 2* Kubota, K., Y. Yokoyama, T. Ishikawa, A. Suzuki, and M. Ishii, 2017: Rapid decline in 

pH of coral calcification fluid due to incorporation of anthropogenic CO2. 
Scientific Reports, doi:10.1038/s41598-017-07680-0. 

 3* Toyama, K., K.B. Rodgers, B. Blanke, D. Iudicone, M. Ishii, O. Aumont, J.L. 
Sarmiento, 2017: Large Reemergence of Anthropogenic Carbon into the Ocean’s 
Surface Mixed Layer Sustained by the Ocean’s Overturning Circulation. Journal 
of Climate, 30, 8615-8631, doi:10.1175/JCLI-D-16-0725.1. 

 4 石井雅男, 2017: 海への CO2吸収の増加と海水の３次元的循環. パリティ, 32-11, 丸善出

版, 3pp, ISBN: . 
 5* Chen, C.-T. A., H.-K. Lui, C.-H. Hsieh, T. Yanagi, N. Kosugi, M. Ishii and G.-C. Gong, 

2017: Deep oceans may acidify faster than anticipated due to global warming. 
Nature Climate Change, 7, 890-894, doi:10.1038/s41558-017-0003-y. 

 6* Kosugi, N., Sasano, D., Ishii, M., Nishino, S., Uchida, H., and Yoshikawa-Inoue, H., 
2017: Low pCO2 under sea-ice melt in the Canada Basin of the western Arctic 
Ocean. Biogeosciences, 14, 5727-5739, doi:10.5194/bg-14-5727-2017. 

 7* Oka, E., M. Ishii, T. Nakano, T. Suga, S. Kouketsu, M. Miyamoto, H. Nakano, B. Qiu, 
S. Sugimoto, and Y. Takatani, 2018: Fifty years of the 137°E repeat 
hydrographic section in the western North Pacifc Ocean. Journal of 
Oceanography, 74, 115-145, doi:10.1007/s10872-017-0461-x. 

石井正好 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. 
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Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. 
Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. 
Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate 
Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. Bulletin 
of the American Meteorological Society, 98, 1383-1398, 
doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1. 

 2* Ishii, M., Y. Fukuda, H. Hirahara, S. Yasui, T. Suzuki, and K. Sato, 2017: Accuracy of 
Global Upper Ocean Heat Content Estimation Expected from Present 
Observational Data Sets. SOLA, 13, 163–167, doi:10.2151/sola.2017–030. 

 3* Yoshida, K., M. Sugi, R. Mizuta, H. Murakami, and M. Ishii, 2017: Future changes in 
tropical cyclone activity in high-resolution large-ensemble simulations. 
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Fluid Dynamics Reserch, 49, 065501, doi:10.1088/1873-7005/aa8bf0. 

吉田康平 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. 
Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. 
Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. 
Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate 
Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. Bulletin 
of the American Meteorological Society, 98, 1383-1398, 
doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1. 

 2 吉田康平, 2017: CMIP6 における太陽活動変動の気候影響評価実験. PSTEP Newsletter, 
6, 3-4. 

 3* Naoe, H., M. Deushi, K. Yoshida, and K. Shibata, 2017: Future changes in the ozone 
quasi-biennial oscillation with increasing GHGs and ozone recovery in CCMI 
simulations. Journal of Climate, 30, 6977. 

 4* Yoshida, K., M. Sugi, R. Mizuta, H. Murakami, and M. Ishii, 2017: Future changes in 
tropical cyclone activity in high-resolution large-ensemble simulations. 
Geophysical Research Letters, 44, 9910-9917, doi:10.1002/2017GL075058. 

 5* Kageyama, M., Albani, S., Braconnot, P., Harrison, S. P., Hopcroft, P. O., Ivanovic, R. 
F., Lambert, F., Marti, O., Peltier, W. R., Peterschmitt, J.-Y., Roche, D. M., 
Tarasov, L., Zhang, X., Brady, E. C., Haywood, A. M., LeGrande, A. N., Lunt, D. 
J., Maho, 2017: The PMIP4 contribution to CMIP6 – Part 4: Scientific objectives 
and experimental design of the PMIP4-CMIP6 Last Glacial Maximum 
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experiments and PMIP4 sensitivity experiments. Geoscientific Model 
Development, 10, 4035-4055, doi:10.5194/gmd-10-4035-2017. 

 6* Butchart, N. et al., 2018: Overview of experiment design and comparison of models 
participating in phase 1 of the SPARC Quasi-Biennial Oscillation initiative 
(QBOi). Geoscientific Model Development, 11, 1009-1032, 
doi:10.5194/gmd-11-1009-2018. 

吉田 智 1* Yoshida, S., T. Adachi, K. Kusunoki, S. Hayashi, T. Wu, T. Ushio, and E. Yoshikawa, 
2017: Relationship between thunderstorm electrification and storm kinetics 
revealed by phased array weather radar. Journal of Geophysical Research 
Atmosphere, 122, 3821-3836, doi:10.1002/2016JD025947. 

吉村裕正 1 Kawai, H., S. Yukimoto, T. Koshiro, N. Oshima, T. Tanaka, and H. Yoshimura, 2017: 
Improved Representation of Clouds in Climate Model MRI-ESM2. CAS/JSC 
WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, 47, 707. 

 2* Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Ohtake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. 
Yamada, 2017: Stalled improvement in a numerical weather prediction model as 
horizontal resolution increases to the sub-kilometer scale. SOLA, 13, 151-156, 
doi:10.2151/sola.2017-028. 

和田章義 1* Wada, A., and M. Kunii, 2017: The role of ocean-atmosphere interaction in Typhoon 
Sinlaku (2008) using a regional coupled data assimilation system. Journal of 
Geophysical Research Oceans, 122, 3675-3695, doi:10.1002/2017JC012750. 

 2 Wada, A., M. Kunii, Y. Yonehara, and K. Sato, 2017: Impacts on local heavy rainfalls 
of surface winds measurement by seabirds soaring over the ocean during 
Typhoons Kilo and Etau (2015). WGNE Blue Book: Research Activities in 
Atmospheric and Ocean Modelling, 47, 127-128. 

 3 Wada, A., 2017: Sensitivity numerical simulations of Hurricane Patricia (2015) on 
lateral boundary conditions and inhibition rate of evaporation. WGNE Blue 
Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling, 47, 522-523. 

 4 Wada, A., H. Tsuguti, H. Yamada, 2017: Numerical simulations of shield-like 
precipitation pattern in the Eastern China Sea remotely enhanced by Typhoon 
Nepartak (2016) . WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and 
Ocean Modelling, 47, 524-525. 

 5 Wada, A., and R. Oyama, 2017: Numerical simulations of convective bursts occurred 
just before landfall of Typhoon Lionrock (2016) . WGNE Blue Book: Research 
Activities in Atmospheric and Ocean Modelling, 47, 520-521. 
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６．２．口頭発表 
 

本節には、気象研究所の職員が、平成 29 年度に筆頭者として行った講演・口頭発表などを掲載した。発

表の情報は、タイトル, 研究集会, 発表年月, 発表会場（都市名）の順で掲載した。 
 

青梨和正 1 Ensemble に基づく変分同化法を使ったPALAU2013 事例への衛星搭載マイクロ波放射計

輝度温度の同化実験, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 次世代のマイクロ波イメージャ降水リトリーバルアルゴリズム開発（その５）：, 日本気象

学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 3 Dual-Scale Neighboring Ensemble Variational Assimilation of Satellite Microwave 

Imager Brightness Temperatures for Typhoon ETAU, EUMETSAT Meteorological 
Satellite Conference 2017, 2017 年 10 月, イタリア, ローマ  

 4 次世代のマイクロ波イメージャ降水リトリーバルアルゴリズム開発（その６）：, 日本気象

学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 5 Neighboring Ensemble に基づく変分同化法を使ったPALAU2013 事例への衛星搭載マイ

クロ波放射計輝度温度の同化実験（その２）, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017
年 11 月, 北海道札幌市  

足立アホロ 1 二重偏波レーダーデータの自己整合性に基づく粒径分布抽出手法の改良, 日本気象学会

2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 Necessity of quantitative precipitation estimation (QPE) for monitoring rainfall disaster 

using dual polarization Doppler radars., Seminar on Next Generation Weather 
Services Focusing on Rainfall Disaster Mitigation in Sri Lanka, 2017 年 7 月, スリ

ランカ, コロンボ  
 3 Real-time Auto Calibration and DSD Retrieval for Polarimetric Radar at Attenuating 

Frequency, International Symposium on Earth-Science Challenges (ISEC) 2017, 
2017 年 10 月, 京都府宇治市  

 4 Real-time Auto Calibration and DSD retrieval for Polarimetric Radar at Attenuating 
Frequency, Weather Radar Calibration and Monitoring Workshop, 2017 年 10 月, 
ドイツ, オッフェンバッハ  

 5 Technique for Calibration of Polarimetric Radars at Attenuating Frequency using ZDR 
and Phidp, Weather Radar Calibration and Monitoring Workshop, 2017 年 10 月, 
ドイツ, オッフェンバッハ  

足立光司 1 バイオマス燃焼から生じたエアロゾル粒子の航空機観測, 日本地球惑星科学連合 2017 年大

会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 主要な金属大気エアロゾルとしてのナノ凝集体酸化鉄粒子, 日本地球惑星科学連合 2017 年

大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 3 電子顕微鏡がとらえた原発事故で放出された放射性粒子, 環境放射能除染学会 第6回研究

発表会, 2017 年 7 月, 福島県福島市  
 4 大気中の酸化鉄凝集粒子, 第 34 回エアロゾル科学・技術研究討論会, 2017 年 8 月, 東京都

江東区  
 5 大気エアロゾルの物理化学特性分析, 平成29年度 ナノテクノロジープラットフォーム利用

成果発表会, 2017 年 10 月, 東京都  
 6 Thermal behavior of aerosol particles from biomass burning during the BBOP campaign 

using transmission electron microscopy, 2017 AGU fall meeting, 2017年12月, アメ

リカ, ニューオーリンズ  
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足立 透 1 気象研究所におけるX バンドフェーズドアレイレーダーを用いた研究 -大気現象の新しい

理解-, フェーズドアレイレーダー第 2 回シンポジウム, 2017 年 5 月, 茨城県つくば市  
 2 Three-dimensional structure of Typhoon Mindulle (2016) observed by phased array 

radar, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 3 フェーズドアレイレーダーで観測された台風第 1609 号に伴う境界層の気流構造, 日本気象

学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都渋谷区  
 4 Three-Dimensional Structure of Typhoon Mindulle (2016) and Near-Surface Streaks 

Observed By Phased Array Radar, 38th Conference on Radar Meteorology, 2017 年

8 月, アメリカ, シカゴ  
 5 フェーズドアレイレーダーを用いた台風に伴う境界層ストリークの3次元解析, 日本気象学

会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 6 フェーズドアレイレーダーが拓く顕著気象の新しい理解と予測, 「第 2 回 降水と噴火」研

究集会, 2018 年 2 月, 茨城県つくば市  
荒木健太郎 1 関東降雪における総観・メソ気象と雲物理研究, 日本気象予報士会長期予報利活用研究会第

68 回例会, 2017 年 4 月, 東京都台東区  
 2 市民科学を通した首都圏降雪機構の解明「#関東雪結晶 プロジェクト」, 気象研究所一般公

開特別講演, 2017 年 4 月, 茨城県つくば市  
 3 積乱雲の実態把握と予測研究, 第 2 回気象予報士応援ナビ特典セミナー, 2017 年 4 月, 東京

都港区  
 4 市民科学による雪結晶観測を通した雪氷知識の普及, 日本雪氷学会関東・中部・西日本支部 

支部賞受賞者講演会, 2017 年 5 月, 東京都新宿区  
 5 市民科学による超高密度広域雪結晶観測, 極域・寒冷域研究連絡会, 2017 年 5 月, 東京都  
 6 市民科学による超高密度広域雪結晶観測 －2016年11月24日関東降雪事例－, 日本気象学

会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 7 2016 年 11 月 24 日関東降雪の発生環境場, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 

東京都  
 8 雲と空の楽しみ方, NHK カルチャー, 2017 年 6 月, 東京都町田市  
 9 顕著気象の研究, 海上保安官に対する気象講話, 2017 年 6 月, 東京都大田区  
 10 那須雪崩をもたらした低気圧と降雪システム, 「2017 年 3 月 27 日に栃木県那須町で発生し

た雪崩災害に関する調査研究」現地報告会, 2017 年 7 月, 栃木県那須郡那須町  
 11 積乱雲研究, NHK カルチャー, 2017 年 7 月, 東京都町田市  
 12 首都圏降雪のメカニズム, そら博 2017, 2017 年 8 月, 千葉県千葉市  
 13 スマホでのぞくミクロの世界, そら博 2017, 2017 年 8 月, 千葉県千葉市  
 14 空を楽しむための雲科学, 第２回気象サイエンスカフェ in 那覇, 2017 年 9 月, 沖縄県那覇

市  
 15 市民科学による超高密度雪結晶観測「#関東雪結晶 プロジェクト」, 雪氷研究大会（2017・

十日町）, 2017 年 9 月, 新潟県十日町市  
 16 那須雪崩をもたらした低気圧・降雪雲の特徴, 雪氷研究大会（2017・十日町）, 2017 年 9

月, 新潟県十日町市  
 17 市民科学による気象研究と気象防災, NHK 気象キャスターによる気象情報研究会, 2017 年

10 月, 東京都町田市  
 18 2017 年 3 月 27 日に那須雪崩をもたらした降雪システムの数値実験, 日本気象学会 2017 年

度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
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 19 降雪研究のための市民科学データの観測特性調査, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017
年 11 月, 北海道札幌市  

 20 顕著気象の研究, ボーンデジタルセミナー, 2017 年 11 月, 東京都千代田区  
 21 低気圧に伴う那須大雪時の表層雪崩発生に関わる降雪特性, ワークショップ「降雪に関する

レーダーと数値モデルによる研究(第 16 回)」, 2017 年 11 月, 新潟県長岡市  
 22 雲でわかる山の天気変化, チーム安全登山「安全登山フェスタ 2017」, 2017 年 12 月, 東京

都千代田区  
 23 2017 年 3 月 27 日の表層雪崩に関わる低気圧と降雪の特性, 「2017 年 3 月 27 日に栃木県那

須町で発生した雪崩災害に関する調査研究」成果報告会, 2017 年 12 月, 東京都千代田

区  
 24 雪結晶で読み解く雲の心, 毎日メディアカフェ, 2017 年 12 月, 東京都千代田区  
 25 雲を愛する技術と気象防災, 「お天気キャスター・気象予報士大集合’17」 〜津波・天災を

忘れないために〜, 2017 年 12 月, 東京都渋谷区  
 26 雪結晶で読み解く雲の心, 2017年度積雪観測＆雪結晶撮影講習会, 2018年2月, 新潟県長岡

市  
 27 雲研究と防災, シンポジオン＠東京大学先端科学技術センター, 2018 年 2 月, 東京都千代田

区  
 28 山岳域での表層雪崩発生に関わる大雪の雲物理特性, 2017 年度エアロゾル・雲・降水の相互

作用に関する研究集会, 2018 年 2 月, 東京都立川市  
 29 雲を愛する技術, 気象キャスターネットワーク講演会, 2018 年 2 月, 東京都台東区  
安藤 忍 1 ALOS−2/PALSAR-2 で検出された 2016 年にイタリアで発生した地震の地殻変動, 

JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 2 ALOS−2/PALSAR-2 干渉解析によるCampi Flegrei 火山（イタリア）の地殻変動, 

JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 3 ALOS-2/PALSAR-2 解析による西之島 2017 年 4 月の噴火活動, 日本火山学会 2017 年度秋

季大会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
 4 InSAR解析によるフィリピンレイテ島で発生したM6.5地震に伴う地殻変動, 日本測地学会

第 128 回講演会, 2017 年 10 月, 岐阜県瑞波市  
 5 InSAR 解析で検出された非地震性の地殻変動, 東京大学地震研究所共同利用研究集会「地表

変動メカニズムの解明に向けた新世代SAR の活用」, 2017 年 12 月, 東京都文京区  
五十嵐康人 1 Trial for the BC source identification by using direct observation of trace metals with 

ICP-MS, JpGU meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 2 Atmospheric radioCs in case of the local dust event, JpGU meeting 2017, 2017年5月, 千

葉県  
 3 降水によるエアロゾル発生現象？： 大気-森林相互作用の新展開をねらって, 第 34 回エア

ロゾル科学・技術研究討論会, 2017 年 8 月, 東京都江東区  
 4 不溶性セシウム粒子―その発見と最近の研究展開, 第 58 回大気環境学会年会, 2017 年 9 月, 

兵庫県神戸市  
 5 放射性核種の環境動態研究の展望―大気環境への影響, 2017 年度日本地球化学会第 64 回年

会, 2017 年 9 月, 東京都目黒区  
 6 Temperate forest as big bioaerosol sources?: Implication from atmospheric Fukushima 

radiocesium studies, 2017 Symposium on Atmospheric Chemistry and Physics at 
Mountain Sites (ACPM2017), 2017 年 11 月, 静岡県御殿場市  

 7 夏季の放射性セシウム再飛散と森林起源バイオエアロゾル, 第 14 回放射能の農畜水産物等
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への影響についての研究報告会 －東日本大震災に関する救援・復興に係る農学生命科

学研究科の取組み－, 2017 年 11 月, 東京都文京区  
 8 Aerosol Emission from Forest by Precipitation: New Perspective for Atmosphere-Forest 

Interaction, 第 11回大気バイオエアロゾルシンポジウム, 2018年 2月, 長野県長野市  
石井憲介 1 Development of a Volcanic Ash Data Assimilation System for Atmospheric Transport 

Model, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 2 A volcanic ash data assimilation system based on the three-dimensional variational 

method, IAVCEI 2017 Scientific Assembly, 2017 年 8 月, アメリカ, ポートランド  
 3 ３次元変分法を用いた火山灰データ同化について, 理研データ同化ワークショップ, 2017年

9 月, 兵庫県神戸市  
 4 Volcanic Ash Data Assimilation System for Atmospheric Transport Model, 2017 AGU 

fall meeting, 2017 年 12 月, アメリカ, ニューオーリンズ  
 5 2016 年 10 月 8 日の阿蘇山噴火における火山灰予測について ～ひまわり８号等を利用した

事例解析～, 施設等機関研究報告会, 2018 年 1 月, 東京都  
 6 2016 年 10 月の阿蘇山噴火の事例紹介, 航空気象研究会, 2018 年 2 月, 東京都  
石井雅男 1 Meridional gap in the oceanic CO2 increase associated with the overturning circulation 

of anthropogenic CO2 in the western North Pacific, 10th International Carbon 
Dioxide Conference, 2017 年 8 月, スイス, インターラーケン  

 2 生物地球化学アルゴに期待される成果, 日本海洋学会 2017 年度秋季大会シンポジウム, 
2017 年 10 月, 宮城県仙台市  

 3 Acceleration of the ocean acidification in the western North Pacific subtropical zone: a 
rapid response to the CO2 increase in the atmosphere, 2018 Ocean Sciences 
Meeting, 2018 年 2 月, アメリカ, ポートランド  

石井正好 1 Accuracy of Global Upper Ocean Heat Content Estimation., Conference on Regional 
Sea-Level Changes and Coastal Impacts,, 2017 年 7 月, アメリカ, ニューヨーク  

 2 Attributing Past and Future Climate Variations with Ensemble Simulations, Data 
Assimilation, and Climate Predictions, 4th International Conference on Earth 
System Modelling, 2017 年 9 月, ドイツ, ハンブルク  

石田春磨 1 Application of the deterministic scheme for estimating cloud inhomogeneity effects in a 
high-resolution numerical model, JpGU meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  

 2 気象衛星による雲種識別における自己符号化器を応用した波長選択, 日本気象学会 2017 年

度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
石橋俊之 1 Numerical Weather Prediction Experiments using a Coupled Atmosphere-Ocean Data 

Assimilation System in JMA/MRI, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017年5月, 千
葉県千葉市  

 2 観測誤差共分散構造の診断とその利用（3）, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5
月, 東京都  

 3 気象研究所大気海洋結合同化システム（MRI-CDA1）の数値天気予報システムとしての性

質, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 4 4 次元の背景誤差共分散行列を使った 4D-Var による アンサンブル生成と決定論的解析

（２）, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
石元裕史 1 A refractive index model of volcanic ash derived from satellite infrared sounder 

measurements for applications of HIMAWARI-8 retrieval, JpGU meeting 2017, 
2017 年 5 月, 千葉県  
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 2 A refractive index model for HIMAWARI-8 volcanic ash retrieval algorithm derived 
from satellite infrared sounder measurements, EUMETSAT Meteorological 
Satellite Conference 2017, 2017 年 10 月, イタリア, ローマ  

 3 積雪放射計算改良のためのX線マイクロCTデータを用いた積雪粒子モデル開発, 日本気象

学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
伊藤純至 1 Large Eddy Simulation of Entire Tropical Cyclones, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 

2017 年 5 月, 千葉県  
 2 気象庁非静力学モデルの系統的な サブキロメートル水平解像度実験 , 日本気象学会 2017

年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 3 メソ気象モデルの水平解像度依存性の調査―水平解像度1km以下での精度向上の停滞―, 第

4 回メソ気象セミナー, 2017 年 7 月, 北海道函館市  
 4 Large Eddy Simulation of Entire Tropical Cyclone , 第 14 回アジア・オセアニア地球科学

連合大会（AOGS2017）, 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  
 5 「肱川あらし」の再現と解析, 日本流体力学会年会 2017, 2017 年 8 月, 東京都葛飾区  
 6 台風のLES でみられたロール構造の安定性解析, 平成 27 年度京都大学防災研究所共同研

究集会「台風研究会」, 2017 年 9 月, 京都府宇治市  
 7 Stalled Improvement in a Numerical Weather Prediction Model as Horizontal 

Resolution Increases to the Sub-kilometer Scale, 第12回メソ対流系と顕著気象に関

する国際会議（ICMCS-Ⅻ）, 2017 年 10 月, 台湾, 台北市  
 8 ラージ・エディ・シミュレーションのための 接地境界条件の検討, 日本気象学会 2017 年度

秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 9 LES による大気境界層プロセスの研究, 大気境界層乱流ミニワークショプ, 2017 年 11 月, 

兵庫県神戸市  
 10 台風全域ラージ・エディ・シミュレーションと 「ビッグデータ」の取扱い, CREST「ビッ

クデータ応用」若手研究者合宿, 2017 年 11 月, 神奈川県横須賀市  
 11 サブkmスケールへの水平解像度向上時のメソ気象モデルの 系統的な性能評価, 第19回非

静力学モデルに関するワークショップ, 2017 年 11 月, 富山県富山市  
 12 ラージ・エディ・シミュレーションを活用した気象研究, 第 1 回先進的ながれ研究会, 2017

年 12 月, 北海道札幌市  
 13 肱川あらしの数値シミュレーション, 東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会 地球流

体における渦の形成・構造・作用の力学, 2018 年 3 月, 千葉県柏市 
猪上華子 1 2017 年 1 月 17 日に庄内沖で観測された渦状じょう乱の構造と発達過程, 日本気象学会

2017 年度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市 
今田由紀子 1 Large ensemble high-resolution climate simulations – Application to Event Attribution 

study, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 2016 年の世界の異常高温事例の多発に関する要因分析, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 

2017 年 5 月, 東京都  
 3 Recent enhanced seasonal temperature contrast in Japan associated with Interdecadal 

Pacific Variability, Asia Oceania Geosciences Society 14th Annual Meeting 
(AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

 4 Event attribution with large-ensemble simulations generated by MRI-AGCM, 
International Workshop on Climate Downscaling Studies, 2017 年 10 月, 茨城県つ

くば市  
 5 世界の異常高温頻度に対する温暖化の寄与率の歴史的変化, 日本気象学会 2017 年度秋季大

−　155　−

6.  成果発表

成
果
発
表

6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 156 - 

 

会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 6 熱帯海洋高解像度結合モデルによる気候の再現, インド洋/太平洋域における海洋循環/環境

応用に関する研究集会, 2017 年 11 月, 愛知県名古屋市  
 7 Large ensemble and long-term climate simulations with high-resolution  

MRI-AGCM and NHRCM 
- Application to Event Attribution study -, International Detection and Attribution 
Group Meeting 2018, 2018 年 3 月, アメリカ, バークレー  

入口武史 1 台風強度予測ガイダンスLGEM の開発, 平成 29 年度京都大学防災研究所共同研究集会「台

風研究会」 －激甚化する台風災害の要因解明と減災へ向けて－, 2017 年 9 月, 京都府

宇治市  
 2 衛星シミュレータを用いた雲・降水域衛星観測データの同化・相互検証, 日本気象学会 2017

年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 3 気象庁全球モデル予報値を 

入力に用いた衛星シミュレータ相互比較, GSMaP および衛星シミュレータ合同研究

集会, 2018 年 3 月, 愛知県名古屋市  
上清直隆 1 Himawari-8 Cloud-Affected IR Radiance Assimilation to JMA Global model, JpGU-AGU 

Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 ひまわり８号雲域観測の 全球データ同化, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 

東京都  
 3 ひまわり８号雲域観測の全球データ同化, 日本気象学会秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札

幌市  
 4 主成分を使ったAIRS データによる気温・水蒸気のリトリーバル, 日本気象学会 2011 年度

春季大会, 2018 年 3 月, 東京都代々木  
碓氷典久 1 Decadal variability of ocean heat content in the Japan Sea, 19th Pacific Asian Marginal 

Seas Meeting, 2017 年 4 月, 韓国, 西帰浦市  
 2 Four-dimensional variational ocean reanalysis: a 30-year high-resolution dataset in the 

western North Pacific (FORA-WNP30), Asia Oceania Geosciences Society 14th 
Annual Meeting (AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

 3 データ同化の現状とArgo, 日本海洋学会2017年度秋季大会シンポジウム, 2017年10月, 宮
城県仙台市  

 4 黒潮続流と同期した日本海貯熱量の十年規模変動, 日本海洋学会 2017 年度秋季大会, 2017
年 10 月, 宮城県仙台市  

 5 黒潮大蛇行の長期変動の実態, 平成 29 年度関東・東海ブロック水産海洋連絡会, 2017 年 11
月, 静岡県焼津市  

 6 高解像度海洋モデルを用いた黒潮研究：1 か月から 10 年スケールの流路変動メカニズム, 総
合研究黒潮グループ 2017 年度第二回研究会, 2017 年 11 月, 茨城県つくば市  

浦川昇吾 1 Global ocean model development for CMIP6 in Meteorological Research Institute and its 
performance in reproducing ocean general circulation, JpGU-AGU Joint Meeting 
2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  

 2 海盆スケールで起きる海洋の循環メカニズムに関する数値モデル・観測・理論の発展につい

て I 〜気象研全球モデルでの研究例〜, 海洋力学理論の研究会, 2017年6月, 福岡県

春日市  
 3 気候値外力実験における気象研全球海洋モデルGONDOLA_100の深層循環再現性評価, 日

本海洋学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 宮城県仙台市  

−　156　−

6.  成果発表 6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 157 - 

 

 4 河川は海の塩分をどう変える？：気象研究所における河川起源水のシミュレーション, 第 15
回環境研究シンポジウム, 2017 年 11 月, 東京都千代田区  

 5 Reproducibility of BMOC in a global ocean model: sensitivity on isopycnal diffusion 
scheme, 2018 Ocean Sciences Meeting, 2018 年 2 月, アメリカ, ポートランド  

遠藤洋和 1 温暖化に伴うアジアモンスーン循環の変化, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11
月, 北海道札幌市  

 2 A unique feature of the Asian summer monsoon response to global warming: The role of 
different land-sea thermal contrast change between the lower and upper 
troposphere, The third International Workshop on "Climate change and 
Precipitation in the East Asia", 2018 年 2 月, 東京都  

大島 長 1 気象研究所地球システムモデルによるブラックカーボンの空間分布と放射効果, 日本地球

惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 気象研究所地球システムモデルの開発とブラックカーボンの空間分布と放射効果の評価, 

日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 3 気象研究所地球システムモデルによる北極ブラックカーボンのモデル研究, グリーンラン

ド南東ドームアイスコアに関する研究集会, 2017 年 8 月, 北海道札幌市  
 4 気象研究所地球システムモデルによる北極ブラックカーボンの放射影響, つくば雪氷研究

懇談会, 2017 年 12 月, 茨城県つくば市  
 5 気象研究所地球システムモデルによる北極ブラックカーボンの放射影響, ArCS エアロゾ

ル・雲研究会合, 2017 年 12 月, 東京都  
 6 Modeling studies of black carbon using a MRI Earth System Model, AMAP short-lived 

climate forcers (SLCF) expert group meeting, 2018 年 1 月, フィンランド, ヘルシン

キ  
太田芳文 1 Spatial-scale Characteristics of Three-dimensional Cloud-resolving Radiation Budget by 

Monte Carlo Radiative Transfer Simulations, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 
2017 年 5 月, 千葉県  

 2 雲の三次元放射エネルギー収支の空間解像度依存性, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 
2017 年 10 月, 北海道札幌市  

大塚道子 1 ひまわり８号 雲水量同化に向けた データ特性調査, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 
2017 年 5 月, 東京都  

 2 ひまわり８号による高頻度大気追跡風の同化実験―その３―, 日本気象学会 2017 年度秋季

大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 3 ひまわり８号最適雲解析プロダクトの同化利用の試み, 第 19 回非静力学モデルに関するワ

ークショップ, 2017 年 11 月, 富山県富山市  
岡田 純 1 Integrated analysis of GNSS data for volcano surveillances in Tohoku region, Japan, 

JpGU meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 2 吾妻山におけるGNSS データの統合解析（2013-2015 年）, 日本火山学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
 3 火山活動評価手法の検討（2） - 地震回数による調査（続報）, 日本火山学会 2017 年度秋

季大会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
 4 Recent geothermal and seismovolcanic activity of Zao volcano, Water Dynamics, 2018 年

3 月, 宮城県仙台市  
岡本幸三 1 ひまわり 8 号の赤外輝度温度同化, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 気象庁における地球観測衛星の利用, 日本学術会議公開シンポジウム「我が国の衛星地球観

−　157　−

6.  成果発表

成
果
発
表

6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 158 - 

 

測計画」, 2017 年 7 月, 東京都  
 3 Preliminary results of observing system simulation experiment (OSSE) for future 

space-based Doppler wind lidar, Asia Oceania Geosciences Society 14th Annual 
Meeting (AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

 4 領域・全球モデルを用いた、ひまわり全天候赤外輝度温度のモデル比較と同化, モデル衛星

連携研究会, 2017 年 8 月, 千葉県柏市  
 5 観測システムシミュレーション実験(OSSE)を用いた、衛星搭載風ライダー（DWL）のイン

パクト評価, 第 35 回レーザーセンシングシンポジウム, 2017 年 8 月, 東京都小金井市  
 6 Experimental assimilation of all-sky infrared radiances of Himawari-8, EUMETSAT 

Meteorological Satellite Conference 2017, 2017 年 10 月, イタリア, ローマ  
 7 観測システムシミュレーション実験(OSSE)を用いた，衛星搭載風ライダー（DWL）のイン

パクト評価, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 8 Evaluation and assimilation of all-sky infrared radiances of Himawari-8, 21st 

international ATOVS study conference, 2017 年 11 月, ドイツ, ダルムシュタット  
 9 Status report of space agency: JMA and JAXA, 21st international ATOVS study 

conference, 2017 年 12 月, ドイツ, ダルムシュタット  
小木曽 仁 1 不均質構造を考慮した「揺れの数値予報」: 2016 年熊本地震を例に, 日本地球惑星科学連合

2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 Numerical shake prediction incorporating heterogeneous structure: the 2016 Kumamoto 

Earthquake, IAG-IASPEI Joint Scientific Assembly 2017, 2017 年 8 月, 兵庫県神戸

市  
 3 多重散乱の効果を考慮した内部減衰・散乱減衰の同時インバージョンの試み, 東京大学地震

研究所共同利用「海洋−固体地球システムにおける波動現象と構造不均質性」「地震波

形解剖学の計算科学的新展開」合同研究集会, 2017 年 9 月, 東京都文京区  
 4 多重散乱の効果を考慮した内部減衰・散乱減衰の同時インバージョンの試み, 日本地震学会

2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 鹿児島県鹿児島市  
 5 多重散乱の効果を考慮した内部減衰・散乱減衰の同時インバージョンの試み, 日本地震工学

会・大会-2017, 2017 年 11 月, 東京都目黒区  
 6 Simultaneous inversion of intrinsic and scattering attenuation parameters 

incorporating multiple scattering effect, 2017 AGU fall meeting, 2017年12月, アメ

リカ, ニューオーリンズ  
 7 多重散乱の効果を考慮した内部減衰と散乱減衰の3次元構造推定の試み, 東京大学地震研究

所共同利用研究集会「地震のリアルタイムモニタリングと情報の利活用」, 2018 年 1
月, 東京都文京区  

 8 「揺れの数値予報」における構造モデルの重要性, 研究集会「基本構造モデルの新たな展開」, 
2018 年 3 月, 東京都文京区  

奥山 哲 1 2016 年 11 月 24 日に発生した阿寒湖周辺の傾斜・体積ひずみ変動, JpGU meeting 2017, 
2017 年 5 月, 千葉県  

 2 PALSAR-2により検出された雌阿寒岳周辺での最近の地殻変動, 日本火山学会2017年度秋

季大会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
尾瀬智昭 1 アジア大陸気温のモデル再現性バイアスおよび関連する将来変化の要因, 日本気象学会春

季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 温暖化による夏季東アジアの降水量変化予測のモデル比較, 日本気象学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  

−　158　−

6.  成果発表 6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 159 - 

 

 3 Systematic Biases of Present-day’s Land Surface Air Temperature and Precipitation 
and Associated Tendency of Future Projection in the Asia Monsoon of the CMIP5 
models, The Sixth WMO International Workshop on Monsoons (IWM-VI), 2017 年

11 月, シンガポール, シンガポール  
 4 Future precipitation change during the summer in East Asia and model dependence in 

high-resolution MRI-AGCM experiments, 2017 AGU fall meeting, 2017年12月, ア
メリカ, ニューオーリンズ  

 5 天気予報と気候の予測, 武蔵野大学数理工学セミナー, 2018 年 1 月, 東京都江東区  
小田真祐子 1 全球モデル用アンサンブルに基づく変分法同化法のための相関構造の調査, 日本気象学会

2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 全球モデル用アンサンブルに基づく変分法同化法のための相関構造の調査２, 日本気象学

会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
鬼澤真也 1 伊豆大島火山 1986 年山頂噴火時のマグマ体積収支, JpGU meeting 2017, 2017 年 5 月, 千

葉県  
 2 伊豆大島火山における重力変化(2) ―スケール補正およびフリーエア勾配の効果―, 日本火

山学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
 3 伊豆大島次期噴火に向けた取り組み～特に山頂噴火について～, 地震研究所共同利用研究

集会「伊豆大島，三宅島の次回の噴火を考える」, 2017 年 12 月, 東京都文京区  
小野 恒 1 東経137 度線における表面海水中の全炭酸濃度増加の加速傾向, 日本海洋学会2017年度秋

季大会, 2017 年 10 月, 宮城県仙台市  
小畑 淳 1 巨大火山噴火寒冷化による低緯度植物生産の増加, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017

年 5 月, 東京都  
小山 亮 1 T1610（Lionrock）にみられた短時間スケールの強度変化, 日本気象学会 2017 年度春季大

会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 Short Time-scale Variation in Structure and Intensity of Typhoon Lionrock (1610) 

Revealed by Himawari-8 Super Rapid Scan Observations, Asia Oceania 
Geosciences Society 14th Annual Meeting (AOGS2017), 2017年8月, シンガポール, 
シンガポール  

 3 Use of Upper Tropospheric Atmospheric Motion Vectors Derived from Himawari-8 
Super Rapid Scans for Tropical Cyclone Nowcasting, Asia Oceania Geosciences 
Society 14th Annual Meeting (AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポー

ル  
 4 An Application of Upper Tropospheric Atmospheric Motion Vectors Derived from 

Himawari-8 Super Rapid Scans to Tropical Cyclone Nowcasting, EUMETSAT 
Meteorological Satellite Conference 2017, 2017 年 10 月, イタリア, ローマ  

 5 衛星マイクロ波観測で得られた台風の発達と潜熱加熱の関係, 日本気象学会 2017 年度秋季

大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
折笠成宏 1 つくばでの地上モニタリング観測によるエアロゾル・雲核・氷晶核数濃度の変動, 日本気象

学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 エアロゾル濃縮器を利用した氷晶核のモニタリング観測（その２）, 日本気象学会 2017 年

度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 3 Cloud seeding experiments for precipitation augmentation with aircraft in situ 

measurements, 21st Conference on Planned and Inadvertent Weather 
Modification, 2018 年 1 月, アメリカ, オースティン  

 4 航空機を用いた雲へのシーディングによる人工降雨・降雪実験, エアロゾル・雲・降水の相

−　159　−

6.  成果発表

成
果
発
表

6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 160 - 

 

互作用に関する研究集会, 2018 年 2 月, 東京都立川市 
梶野瑞王 1 粒子酸化能に着目した新健康影響指標の提案にむけて, 第 58 回大気環境学会年会, 2017 年

9 月, 兵庫県神戸市  
勝間田明男 1 沖縄地方（島嶼部）における荒天時の地動ノイズの特性調査, 日本地球惑星科学連合 2017

年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 津波地震対策について, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 3 Fast hypocenter determination with a 3D velocity model and its implication for 

seismicity monitoring, Joint Scientific Assembly of the International Association of 
Geodesy and the International Association of Seismology and Physics of the 
Earth's Interior 2017, 2017 年 8 月, 兵庫県神戸市  

 4 Rapid magnitude estimation of tsunami earthquakes and detectability of submarine 
landlide by seismic record, French-Japanese Week on Disaster Risk Reduction, 
2017 年 10 月, 東京都  

 5 速度構造の震源決定位置への影響について(2), 日本地震学会2017年度秋季大会, 2017年10
月, 鹿児島県鹿児島市  

 6 長基線レーザーひずみ計の 200m 時と 400m 時の データ比較, 地震研究所共同利用（特定

B)「高精度ひずみ観測ネットワークによる地殻活動モニター」研究集会, 2017 年 11
月, 富山県富山市  

 7 海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する研究, 東北地方太平洋沖地震総合研究グ

ループ研究集会, 2018 年 3 月, 東京都  
釜堀弘隆 1 Mean Features of Tropical Cyclone Circulation from QUIKSCAT Sea Surface Wind 

Observations, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 日本における台風降水量の分布, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 3 北西太平洋における台風降水量の分布, 日本気象学会2017年度秋季大会, 2017年10月, 北

海道札幌市  
 4 Reanalysis activities in JMA and MRI, 第８回データ同化ワークショップ, 2018 年 1 月, 

東京都中野区  
 5 東海地方の降水量観測データレスキュー, 日本地理学会2018年春季学術大会, 2018年3月, 

東京都小金井市  
川合秀明 1 The Cloud Top Heights of Marine Low Clouds and the Frequency of Marine Fog over 

Mid-Latitudes, and their Controlling Environment, JpGU-AGU Joint Meeting 
2017, 2017 年 5 月, 千葉県  

 2 気象研究所気候モデルにおける雲表現の改善, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5
月, 東京都  

 3 Improvements and Reductions in Systematic Errors Associated with Clouds in the MRI 
Climate Model, 5th WGNE workshop on systematic errors in weather and climate 
models, 2017 年 6 月, カナダ, モントリオール  

 4 Characteristics of the Cloud Top Heights of Shallow Convections over Mid-Latitudes, 
The Future of Cumulus Parametrization, 2017 年 7 月, オランダ, デルフト  

 5 気象研気候モデルMRI-ESM2 における雲表現の改善, モデル衛星連携研究会 2017, 2017
年 8 月, 千葉県柏市  

 6 Improved Representation of Clouds in a Climate Model MRI-ESM2, CFMIP Meeting on 
Clouds, Precipitation, Circulation, and Climate Sensitivity, 2017 年 9 月, 東京都  

 7 CMIP5 マルチモデルデータにおける温暖化時の北半球の海霧変化, 日本気象学会 2017 年

−　160　−

6.  成果発表 6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 161 - 

 

度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 8 下層雲量の決定要因と下層雲の将来変化, エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集

会, 2018 年 2 月, 東京都立川市  
 9 CMIP5 マルチモデルデータにおける温暖化時の北太平洋の海霧変化, 第 14 回ヤマセ研究

会, 2018 年 2 月, 宮城県仙台市  
 10 A New Index for Low Cloud Cover and Interpretation of Low Cloud Feedback, The 2nd 

Pan-GASS meeting, 2018 年 2 月, オーストラリア, ローン  
川口亮平 1 マグマ溜り内の気泡上昇による地殻変動－伊豆大島の周期的地殻変動への 適用―, 日本地

球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 Modeling of gas bubbles rise in a magma chamber and its application to periodic ground 

deformation at Izu-Oshima volcano, IAVCEI 2017 Scientific Assembly, 2017年8月, 
アメリカ, ポートランド  

 3 マグマ溜り内の気泡上昇による地殻変動(2) －伊豆大島の周期的地殻変動との比較－, 日本

火山学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
川瀬宏明 1 中部山岳域で観測された2015/16年冬季の顕著な少雪の再現実験と要因分析, 日本気象学会

2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 5kmNHRCM アンサンブル実験が示す日本の極端降雪の地域的特徴, 第 4 回メソ気象セミ

ナー, 2017 年 7 月, 北海道函館市  
 3 Future changes in extremely heavy winter precipitation around Japan projected by 

regional climate models, Asia Oceania Geosciences Society 14th Annual Meeting 
(AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

 4 北アルプスで観測された 2015/16 年冬季の顕著な少雪の再現実験, 雪氷研究大会（2017・十

日町）, 2017 年 9 月, 新潟県十日町市  
 5 Past simulation and future projection of snowfall over mountainous areas in central 

Japan, International Workshop on Climate Downscaling Studies, 2017 年 10 月, 茨
城県つくば市  

 6 日本における極端に強い降雪発生時の総観場の特徴とその地域特性, 日本気象学会 2017 年

度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 7 地球温暖化によって日本の雪は減るのか？, 第 15 回環境研究シンポジウム, 2017 年 11 月, 

東京都千代田区  
 8 立山で観測された2015/16年冬季の顕著な少雪の再現実験と要因分析, 第13回立山研究会, 

2017 年 11 月, 富山県富山市  
 9 Future projections of total snowfall and heavy daily snowfall in Japan simulated by 

large ensemble regional climate simulations, 2017 AGU fall meeting, 2017 年 12 月, 
アメリカ, ニューオーリンズ  

 10 日本の(山の)雪の現状把握と将来予測～観測と数値シミュレーションから～, 大気科学特別

セミナー, 2017 年 12 月, 茨城県つくば市  
川畑拓矢 1 二重偏波レーダーデータを用いた降雹事例に関するデータ同化実験, 日本気象学会 2017 年

度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 Development of assimilation methods for dual polarimetric radar data, International 

Symposium on Earth-Science Challenges , 2017 年 10 月, 京都府宇治市  
 3 粒子フィルタを用いた積乱雲の発生・発達に関する不確実性の解明にむけて, 日本気象学会

2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 4 Gain hybrid システムを用いた二重偏波レーダーデータ同化実験, 第 19 回非静力学モデル

−　161　−

6.  成果発表

成
果
発
表

6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 162 - 

 

に関するワークショップ, 2017 年 11 月, 富山県富山市  
 5 雲解像NHM-PF の開発, 第４回アンサンブルデータ同化摂動に関する研究会, 2017 年 12

月, 広島県広島市  
 6 Development of assimilation methods for dual polarimetric radar data, Workshop on 

Dual Polarimetric radar, 2018 年 1 月, 茨城県つくば市  
 7 Development of a storm-scale particle filter for investigating predictability of convection 

initiation and development, 6th International Symposium on Data 
Assimilation(ISDA), 2018 年 3 月, ドイツ, ミュンヘン  

川端康弘 1 都市キャノピースキームを用いた冬型事例の数値シミュレーション, 日本気象学会 2017 年

度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都渋谷区  
 2 都市気象モデルを用いたヒートアイランドの要因分析, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 

2017 年 11 月, 北海道札幌市  
北村祐二 1 差分誤差由来のエネルギー散逸が乱流フラックスに与える影響, 日本気象学会 2017 年度秋

季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 2 大気境界層の grey zone におけるMYNN モデルの適用, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 

2017 年 11 月, 北海道札幌市  
楠 研一 1 二重偏波レーダーとドップラーライダーを組合わせた非降水ガストフロント探知 －アルゴ

リズムの概念－, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 C バンド二重偏波フェーズドアレイレーダー -将来の気象庁レーダーに向けた課題-, 圧縮

センシングに関する研究会, 2017 年 8 月, 東京都日野市  
 3 A Linear Array of Wind and Pressure Sensors for High Resolution in situ 

Measurements in Winter Tornadoes, 第９回欧州シビアストーム会議, 2017 年 9 月, 
クロアチア共和国, プーラ市  

 4 C バンド二重偏波フェーズドアレイレーダー -将来の気象庁レーダーに向けた課題-, 平成

２９年度 第５回予報課談話会（観測部と共同開催）, 2017 年 10 月, 東京都千代田区  
 5 庄内高密度観測網における新たなレーダーによる観測 -現象解明に期待される寄与-, 日本

気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 6 レーダーを用いた突風研究最前線, 日本気象学会関西支部研究会, 2017 年 12 月, 香川県高

松市  
楠 昌司 1 International cooperation with Latin America through atmospheric global model of 

MRI, Estudios del cambio climático utilizando aplicaciones de reducción de escala 
dinámicas: caso de panamá 力学的ダウンスケールを応用した気候変動研究：パナマ

の事例, 2017 年 9 月, パナマ, パナマ市  
 2 Future changes in precipitation over East Asia projected by the global atmospheric 

model MRI-AGCM3.2, the Asian Conference on Meteorology 2017, 2017年10月, 韓
国, 釜山  

 3 Future changes in precipitation over East Asia projected by massive ensemble 
simulations with a 60-km mesh global atmospheric model, Sixth International 
Workshop on Monsoons;IWM-6, 2017 年 11 月, シンガポール, シンガポール  

 4 Future changes in precipitation over the Arctic projected by massive ensemble 
simulations with a 60-km mesh global atmospheric model, The Eighth Symposium 
on Polar Science , 2017 年 12 月, 東京都立川市  

 5 When does climate shift emerge in the future beyond the historical variability of 
precipitation?, 98th American Meteorological Society Annual Meeting, 2018年1月, 
アメリカ, オースティン  

−　162　−

6.  成果発表 6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 163 - 

 

 6 Future changes in precipitation over the Arctic projected by massive ensemble 
simulations with a 60-km mesh global atmospheric model, Fifth International 
Symposium on Arctic Research (ISAR-5), 2018 年 1 月, 東京都  

小杉如央 1 Concurrent underway measurements of surface pCO2 and total alkalinity in 
Kuroshio-Oyashio transition region, 10th International Carbon Dioxide Conference
（第 10 回二酸化炭素国際会議 ICDC10）, 2017 年 8 月, スイス, インターラーケン  

 2 日本海中層における 2010 年代の急激な塩分低下とその原因, 日本海洋学会 2017 年度秋季

大会, 2017 年 10 月, 宮城県仙台市  
 3 Subsurface pCO2 minimum below halocline in the Canada Basin, Fifth International 

Symposium on Arctic Research (ISAR-5), 2018 年 1 月, 東京都  
小寺祐貴 1 Real-time P-phase discriminator for earthquake early warning based on 

wavefield-estimation methods, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千
葉県千葉市  

 2 Propagation of local undamped motion (PLUM) method and its improvement using 
P-phase discrimination for more rapid earthquake early warning based on 
wavefield-estimation approaches, IAG-IASPEI Joint Scientific Assembly 2017, 
2017 年 8 月, 兵庫県神戸市  

 3 Ten years of earthquake early warning operation in the Japan Meteorological Agency, 
The Sep. 12 Earthquake: One Year Later Workshop, 2017 年 9 月, 韓国, 慶州  

 4 The Propagation of Local Undamped Motion (PLUM) method: a simple and robust 
earthquake early warning algorithm without source parameter estimation, 
Seminar at USGS Pasadena, 2017 年 9 月, アメリカ, パサデナ  

 5 S波の後に現れるP波を用いた緊急地震速報, 日本地震学会2017年度秋季大会, 2017年10
月, 鹿児島県鹿児島市  

 6 S波の後に現れるP波を用いた緊急地震速報, 日本地震工学会・大会-2017, 2017年11月, 東
京都目黒区  

 7 Earthquake early warning using P-waves that appear after initial S-waves, 2017 AGU 
fall meeting, 2017 年 12 月, アメリカ, ニューオーリンズ  

 8 P 波を用いたPLUM 法, 東京大学地震研究所共同利用研究集会「地震のリアルタイムモニ

タリングと情報の利活用」, 2018 年 1 月, 東京都文京区  
小林昭夫 1 南海トラフ沿い短期的スロースリップの客観的検知, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 

2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
小林ちあき 1 MIM を用いた 

大気の全球エネルギー量変動におけるENSO の影響, 日本気象学会 2017 年度春季大

会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 Interannual variation of zonal mean state and mean meridional circulation, SPARC 

Reanalysis Intercomparison Project (S-RIP) Workshop and SPARC Data 
Assimilation (DA) Workshop, 2017 年 10 月, イギリス, レディング  

 3 Evaluation of a Coupled Atmosphere-Ocean Data Assimilation System Reanalysis in 
JMA/MRI, 5th International Conference on Reanalysis (ICR5), 2017 年 11 月, イタ

リア, ローマ  
 4 Evaluation of JRA-55C, an Atmospheric Reanalysis Assimilating Conventional 

Observations Only, 5th International Conference on Reanalysis (ICR5), 2017 年 11
月, イタリア, ローマ  

 5 MIM 系でみた今冬の 

−　163　−

6.  成果発表

成
果
発
表

6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 164 - 

 

波活動の状況, 第5回波と平均流の相互作用に関する研究会, 2018年3月, 和歌山県白

浜町  
財前祐二 1 エアロゾルの吸湿膨張による視程低下, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東

京都  
 2 冬季つくばで観測された２次エアロゾルの生成と成長, 第 34 回エアロゾル科学・技術研究

討論会, 2017 年 8 月, 東京都江東区  
 3 エアロゾル観測データによる非降水時視程の再現, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017

年 10 月, 北海道札幌市  
齊藤和雄 1 Perturbation Methods for Ensemble Data Assimilation, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 

2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 アンサンブルデータ同化のための摂動手法について（2）, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 

2017 年 5 月, 東京都  
 3 Evaluation of errors in precipitation over Japan reproduced by the non-hydrostatic 

regional climate model (NHRCM), 5th WGNE workshop on systematic errors in 
weather and climate models, 2017 年 6 月, カナダ, モントリオール  

齊藤直彬 1 2010 年夏の熱帯大西洋SST のアジアモンスーンへの影響, 日本気象学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 2 Influence of tropical Atlantic SST on Asian monsoon in the summer of 2010, 2018 Ocean 

Sciences Meeting, 2018 年 2 月, アメリカ, ポートランド  
酒井 哲 1 Next-generation water vapor lidars for forecast of localized heavy rainfall in urban 

areas, The 24th Congress of international Commission for Optics, 2017 年 8 月, 東
京都新宿区  

 2 機動観測用水蒸気ラマンライダーの検証, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 
北海道札幌市  

 3 可搬性に優れた小型水蒸気ライダーの開発と観測, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017
年 11 月, 北海道札幌市  

 4 「最近の成層圏エアロゾルの増加 〜カナダ森林火災の影響〜」つくば・フィリピン, 第 22
回大気ライダー研究会, 2018 年 2 月, 東京都千代田区  

坂本 圭 1 解像度 2km 日本沿岸モデルを用いた沿岸滞留時間の推定, 日本海洋学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 10 月, 宮城県仙台市  
 2 解像度 2km 日本沿岸モデルを用いた沿岸滞留時間の推定, 日本海及び日本周辺海域の海況

モニタリングと波浪計測に関する研究集会, 2017 年 12 月, 福岡県春日市  
 3 Simulation of the coastal seas around Japan using a nested 2-km resolution model, 2018 

Ocean Sciences Meeting, 2018 年 2 月, アメリカ, ポートランド  
佐藤英一 1 Volcanic ash plume observation by weather radars, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 

2017 年 5 月, 千葉県  
 2 二重偏波レーダーを用いた火山噴煙の観測について, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 

2017 年 5 月, 東京都渋谷区  
 3 Fine structure of volcanic ash plume observed by advanced weather radars, IAVCEI 

2017 Scientific Assembly, 2017 年 8 月, アメリカ, ポートランド  
 4 二重偏波レーダーによる火山噴煙の解析ーρhvのノイズ補正ー, 日本火山学会 2017 年度秋

季大会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
 5 Volcanic Ash Plume Observed by Polarimetric Weather Radar, International 

Symposium on Earth-Science Challenges (ISEC) 2017, 2017 年 10 月, 京都府宇治市  

−　164　−

6.  成果発表 6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 165 - 

 

 6 気象レーダーによる桜島の噴煙観測結果について, 災害の軽減に貢献するための地震火山

観測研究計画桜島課題研究集会, 2018 年 1 月, 鹿児島県鹿児島市  
 7 2017 年 10 月霧島山（新燃岳）噴火の気象レーダーによる観測について, 東京大学地震研究

所共同利用研究集会「火山現象のダイナミクス・素過程研究」, 2018 年 2 月, 東京都

文京区  
 8 気象研究所による噴煙レーダー観測と事例解析結果について, 第2回 降水と噴火, 2018年

2 月, 茨城県つくば市  
 9 火山噴煙のレーダー観測について , 防災ワークショップⅡ-大規模火山噴火に備える地域防

災-, 2018 年 3 月, 鹿児島県鹿児島市  
澤 庸介 1 10 years of observation for greenhouse gases by commercial airliner in the CONTRAIL 

project, NOAA ESRL Global Monitoring Annual Conference 2017, 2017 年 5 月, ア
メリカ, ボルダー  

 2 Seasonal variations and trends of greenhouse gases in the upper 
troposphere/lowerstratosphere y flask-based aircraft measurements between 
Europe and Japan, JpGU meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  

 3 Sensitivity analysis of CO2 growth rates estimation with sub-sampling method for 
occasional observation opportunities by commercial airliner, 10th International 
Carbon Dioxide Conference（第 10回二酸化炭素国際会議 ICDC10）, 2017年 8月, ス
イス, インターラーケン  

 4 11-year statistics for in-situ CO2 data obtained in airliner project of CONTRAIL, 世界気

象機関（WMO）/国際原子力機関（IAEA）第 19 回温室効果ガスとその測定に関する

会合 (GGMT-2017), 2017 年 8 月, スイス, デューベンドルフ  
沢田雅洋 1 Impact of High-Resolution Atmospheric Motion Vectors on Firecasts of Typhoon 

Meranty (2016) in HWRF, 98th American Meteorological Society Annual Meeting, 
2018 年 1 月, アメリカ, オースティン  

澤田洋平 1 Towards ecohydrological drought monitoring and prediction using a land data 
assimilation system, Hydrology Delivers Earth System Sciences to Society 4, 2017
年 5 月, 東京都目黒区  

 2 Potential of assimilating river discharge observations into the atmosphere by strongly 
coupled data assimilation: Hydrometeorology as an inversion problem, JpGU-AGU 
Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  

 3 ひまわり 8 号輝度温度データの同化による局地的大雨の再現性向上の試み, 日本気象学会

2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 4 Running-In-Place 法を用いたひまわり8号全天輝度温度データ同化による局地的大雨の予

測精度向上の試み, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
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月, フィリピン, ケソン  

 2 Doppler radar analysis of the intensity and inner-core structure of Typhoon Haiyan 
(2013) near landfall, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  

 3 2016 年台風第 18 号の眼の壁雲交換に伴う構造変化プロセス, 日本気象学会 2017 年度春

季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 4 Further improvement in the SHIPS using inner‐core structure information, 第 14 回ア

ジア・オセアニア地球科学連合大会（AOGS2017）, 2017 年 8 月, シンガポール, シ
ンガポール  

 5 Rapid Intensification of Typhoon Goni (2015) After Eyewall Replacement: Doppler 
Radar Analysis, 第 14 回アジア・オセアニア地球科学連合大会（AOGS2017）, 2017
年 8 月, シンガポール, シンガポール  
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会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
関山 剛 1 AMeDASおよびNTTドコモ地上風観測値のデータ同化が移流拡散シミュレーションの 再
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 4 Assimilation of Rapid-Scan Atmospheric Motion Vector of Himawari-8 to Improve the 

Rainfall Forecast of the Northern Kyushu Heavy Rainfall, International 
Symposium on Earth-Science Challenges (ISEC) 2017, 2017 年 10 月, 京都府宇治市  
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高木朗充 1 気象庁火山ガス現地観測データの整理 1960 年代－2001 年, 日本地球惑星科学連合 2017

年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
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assimilation system, 2018 Ocean Sciences Meeting, 2018 年 2 月, アメリカ, ポート
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2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 津波地震（スロー地震）規模推定手法の検討, 日本地震学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10

月, 鹿児島県鹿児島市  
 3 中規模繰り返し相似地震に対する長期的発生予測の可能性, 日本地震学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 10 月, 鹿児島県鹿児島市  
 4 中規模繰り返し相似地震に対する長期的発生予測, 日本における地震発生予測検証実験

(CSEP-Japan), 2017 年 11 月, 東京都立川市  
 5 少数の繰り返しデータによる長期的発生確率予測の成績, 「相似地震再来特性の理解に基づ

く地殻活動モニタリング手法の構築」平成 29 年度研究集会, 2018 年 1 月, 福岡県福岡

市  
谷川朋範 1 グリーンランド北西部カナックフィヨルドにおける海氷の波長別アルベド測定, 雪氷研究

大会（2017・十日町）, 2017 年 9 月, 新潟県十日町市  
 2 南極氷床表面の放射収支変動、及びそれに関連する物理特性の観測と研究, 東南極で検出さ

れる気候変動に関する研究集会, 2017 年 9 月, 東京都立川市  
 3 海氷の放射伝達モデルの開発とその検証, 低温研共同研究集会「グリーンランド氷床におけ

る近年の質量損失の実態解明:メカニズムの理解と影響評価」, 2017 年 11 月, 北海道札
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 4 Spectral albedo measurement of sea ice at Qaanaaq fjord in northwest Greenland, 2017 

−　169　−

6.  成果発表

成
果
発
表

6.2.  口頭発表



6. 成果発表                                         6.2. 口頭発表 

- 170 - 

 

AGU fall meeting, 2017 年 12 月, アメリカ, ニューオーリンズ  
 5 Spectral albedo of sea ice at Qaanaaq fjord in northwest Greenland, Fifth International 

Symposium on the Arctic Research (ISAR-5), 2018 年 1 月, 東京都  
溜渕功史 1 自動処理を活用した一元化震源から推定された前震・余震活動の特徴抽出, JpGU-AGU 

Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県  
 2 Automatic hypocenter determination for the Seismological Bulletin of Japan using 

Bayesian estimation and its applications, Joint Scientific Assembly of the 
International Association of Geodesy and the International Association of 
Seismology and Physics of the Earth's Interior 2017, 2017 年 7 月, 兵庫県神戸市  

 3 一元化震源のための自動震源推定手法―2016年熊本地震を受けた改良, 日本地震学会 2017
年度秋季大会, 2017 年 10 月, 鹿児島県鹿児島市  
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験（CSEP-Japan）”, 2017 年 11 月, 東京都立川市  
 5 Automatic hypocenter determination method in JMA catalog and its application, 2017 

AGU fall meeting, 2017 年 12 月, アメリカ, ニューオーリンズ  
 6 地震波リアルタイムモニタリングによる大地震発生後の余震活動等の即時予測の試み, 東

京大学地震研究所共同利用研究集会「地震のリアルタイムモニタリングと予測情報の

利活用」, 2018 年 1 月, 東京都文京区  
 7 大規模連続地震波形データ解析システムの活用例：自動震源決定による東北地方太平洋沖地

震前後の震源の再解析, データ流通ワークショップ, 2018 年 3 月, 東京都文京区  
津口裕茂 1 「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」をもたらした線状降水帯, 日本気象学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市 
 2 「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」の発生要因について, 第 19 回非静力学モデルに関するワー

クショップ, 2017 年 11 月, 富山県富山市 
 3 「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」の発生要因について -線状降水帯の形成・維持メカニズム

-, 平成 29 年度気象研究所研究成果発表会, 2017 年 12 月, 東京都千代田区 
 4 集中豪雨のしくみ-「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」を例として-, 平成 29 年度茨城県霞ヶ

浦環境科学センター成果発表会, 2018 年 1 月, 茨城県土浦市 
辻野博之 1 JRA-55 based surface data set for driving ocean-sea ice models (JRA55-do). Part I: 

Development and evaluation of surface atmospheric field and air-sea flux., 
JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  

 2 JRA-55 based surface data set for driving ocean-sea ice models (JRA55-do). Part II: 
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 2 Real-time correction of tsunami site effect by frequency-dependent 
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 4 Real-time correction of tsunami site effect by frequency-dependent 
tsunami-amplification factor, International Tsunami Symposium 2017, 2017 年 8
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 5 長周期非津波成分を含む観測データ使用時の tFISH による津波予測性能の改善, 日本地震

学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 鹿児島県鹿児島市  
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ロジェクト成果報告会, 2018 年 3 月, 東京都文京区  
堤 之智 1 九州沖縄地方の完全雲天時の日射透過率トレンドについて, 大気化学討論会, 2017 年 9 月, 

香川県高松市  
 2 富士山の気圧を使った東海地方の対流圏下層の気温トレンド算出の試み, 日本気象学会

2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 3 完全雲天時の日射透過率トレンドについて, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11

月, 北海道札幌市  
坪井一寛 1 気象庁メタン較正装置の更新, 温室効果気体および大気主成分組成の観測的研究に係る研

究集会, 2017 年 9 月, 仙台 
 2 ラドン観測による温室効果ガスデータの選別手法, 第 23 回大気化学討論会, 2017 年 10 月, 
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遠山勝也 1 気象研究所におけるグライダー観測, 東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会 海洋物

理船舶観測フェスタ 2017, 2017 年 5 月, 千葉県柏市  
 2 Re-emergence of anthropogenic carbon through the ocean's shallow overturning 

circulation, 10th International Carbon Dioxide Conference, 2017年8月, スイス, イ
ンターラーケン  

 3 北西太平洋亜熱帯域における水中グライダー観測, 日本海洋学会 2017 年度秋季大会, 2017
年 10 月, 宮城県仙台市  

豊田隆寛 1 Development of the global ocean-sea ice data assimilation system in MRI, Polar ORA-IP 
meeting, 2017 年 6 月, スペイン, バルセロナ  

 2 Activities and plans of the ocean reanalysis groups in Japan, Workshop on ocean 
reanalyses and inter-comparison, 2017 年 6 月, フランス, トゥールーズ  

 3 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて, 東京大学大気海洋研究所国

際沿岸海洋研究センター研究集会（大槌シンポジウム海洋パート）「北太平洋を中心

とした海洋表層変動研究の現状と将来」, 2017 年 8 月, 岩手県大槌町  
 4 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて, 日本海洋学会 2017 年度秋

季大会, 2017 年 10 月, 宮城県仙台市  
 5 北太平洋東部で夏の終わり頃に間欠的に起こるブルームの物理環境について, 大気海洋相

互作用に関する研究集会, 2017 年 11 月, 京都府京都市  
 6 Sensitivity analysis of sea ice using a global ocean-sea ice adjoint model, The 33rd 

International Symposium on Okhotsk Sea & Polar Oceans, 2018 年 2 月, 北海道紋

別市  
直江寛明 1 CCMI シナリオにおけるオゾンQBO の将来変化, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017
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年 5 月, 東京都  
 2 成層圏オゾン層破壊のこれまでの経緯と現状（オゾン層の回復）, 第 10 回環境教育講演会-

地球に関する化学教育の現状と地球環境・防災研究の最前線-, 2017 年 8 月, 東京都  
 3 The Influence of Quasi-Biennial Oscillation on the DJF Extratropical Stratosphere 

Circulation in AMIP and 1xCO2 experiments, Joint SPARC Dynamics & 
Observations Workshop - QBOi, FISAPS & SATIO-TCS, 2017 年 10 月, 京都府京都

市  
 4 QBOi–AMIP と–1xCO2実験におけるQBO が北半球冬季の成層圏循環に与える影響, 日本

気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
永井智広 1 二酸化窒素観測用差分吸収法ライダー（DIAL）の開発（Ⅱ）, 日本気象学会 2017 年度秋季

大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
仲江川敏之 1 Statistical evaluation of soil wetness changes in future climate in CMIP5 multi-model 

ensembles in East Asia, Hydrology Delivers Earth System Sciences to Society 4 , 
2017 年 5 月, 東京都目黒区  

 2 今世紀末の温暖化状況下におけるロシア主要 7 都市の気候アナログ, 日本気象学会 2017 年

度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 3 今世紀末の温暖化状況下におけるロシア主要 7 都市の気候はどうなるか？, 第 15 回環境研
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長岡 優 1 脈動記録を用いた霧島山の表面波速度構造の推定, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017
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 2 地震波干渉法による霧島山の表面波速度構造の推定, 日本火山学会 2017 年度秋季大会, 

2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
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 2 小笠原周辺海域の自己浮上式海底地震計の観測で得られた、二重深発地震面と考えられる震

源分布について, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 3 遠地地震による津波の第一波の到達から最大波群の到達までの時間と継続時間との関係, 

日本地震学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 鹿児島県鹿児島市  
 4 震源過程解析によるすべり分布を用いた2016年11月福島県沖の地震の津波数値解析, 第７

回巨大津波災害に関する合同研究集会, 2017 年 12 月, 宮城県仙台市  
中野英之 1 Tuning a North Pacific OGCM with regard to the Kuroshio Current System, 

JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 Similarities and differences between the Kuroshio Extension and a baroclinic jet in a 

channel, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 3 北西太平洋におけるフロント構造の経年変動 II, 日本海洋学会 2017 年度秋季大会, 2017 年

10 月, 宮城県仙台市  
南雲信宏 1 凍雨の二重偏波情報と力学構造の特徴－2016 年 1 月 29 日の事例－, 日本気象学会 2017 年

度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 2 Polarimetric characteristics and microphysical structure of a freezing rain and ice pellet 

event in the Kanto area on 29 January 2016, 38th Conference on Radar 
Meteorology, 2017 年 8 月, アメリカ, シカゴ  

 3 Precipitation microphysics of non-tornadic supercell near the radar site of MRI in 
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Tsukuba, Japan, 38th Conference on Radar Meteorology, 2017年8月, アメリカ, シ
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 4 二重偏波レーダーで観測された再凍結層の特徴－第 3 報：降水粒子の再凍結時の ZDR 増加

の原因と考察, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 5 固体素子二重偏波レーダーを利用した雨氷（うひょう）と凍雨の検知, 第 15 回環境研究シ

ンポジウム, 2017 年 11 月, 東京都千代田区  
 6 固体素子二重偏波レーダーによる雨氷（うひょう）と凍雨の監視に向けた基礎研究, 第 12

回航空気象研究会, 2018 年 2 月, 東京都千代田区  
 7 凍雨の二重偏波レーダー観測と地上検証について, 「第 2 回 降水と噴火」研究集会, 2018

年 2 月, 茨城県つくば市  
丹羽洋介 1 Estimation of a posterior error covariance using a linear quasi-Newton method and its 

application to an inversion of CO2 sources and sinks, 日本地球惑星科学連合2017年

大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 CO2 flux variation in Southeast Asia for 2015 estimated by in-situ aircraft 

measurements, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 3 Spatiotemporal variation of CO2 flux in Southeast Asia estimated from CONTRAIL, 

10th International Carbon Dioxide Conference（第 10 回二酸化炭素国際会議 
ICDC10）, 2017 年 8 月, スイス, インターラーケン  

庭野匡思 1 地方共同研究導入－積雪物理とモデルに関する基礎知識－, 地方共同研究 H29 第１回 
web 会議, 2017 年 4 月, 東京都  

 2 Development of the NHM‐SMAP regional climate model for Greenland Ice Sheet, 
GEUS seminar, 2017 年 5 月, デンマーク, コペンハーゲン  

 3 NHM-SMAP 領域気候モデルによる表面質量収支計算, 北海道大学低温科学研究所共同利

用研究集会「気候変化に伴う質量収支と氷河変動に関する研究」, 2017 年 8 月, 北海
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 4 NHM-SMAP 極域気候モデルで計算されたグリーンランド氷床表面質量収支, 北海道大学

低温科学研究所共同利用研究集会「グリーンランド南東ドームアイスコアに関する研

究集会」, 2017 年 8 月, 北海道札幌市  
 5 Inter-comparison of a regional climate model-simulated surface optically equivalent 

snow grain size in the Greenland ice sheet with satellite-derived data, Workshop 
on Modeling Meltwater in Snow and Firn: Processes, Validation, Intercomparison 
and Model Uses of Optical Remotely Sensed Data, 2017年9月, デンマーク, コペン

ハーゲン  
 6 日本雪氷学会平田賞受賞記念講演, 雪氷研究大会（2017・十日町）, 2017 年 9 月, 新潟県十

日町市  
 7 極域気候モデルNHM-SMAP のグリーンランド氷床における計算精度, 雪氷研究大会

（2017・十日町）, 2017 年 9 月, 新潟県十日町市  
 8 グリーンランド氷床における極域気候モデルNHM-SMAP の 2m 気温再現精度, 日本気象

学会 2017 年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
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用研究集会「グリーンランド氷床における近年の質量損失の実態解明：メカニズムの

理解と影響評価」, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
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季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
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橋本明弘 1 Numerical weather prediction experiment over the United Arab Emirates using 
JMA-NHM, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  

 2 JMA-NHM 降雪種再現性の評価, 日本気象学会2017年度春季大会, 2017年5月, 東京都渋
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 3 JMA-NHM を用いた高解像度気象数値実験, 低温研共同研究集会「気候変化に伴う質量収

支と氷河変動に関する研究」, 2017 年 8 月, 北海道札幌市  
 4 雲・降水数値モデルを用いた新積雪粒子の推定, 低温研共同研究集会「グリーンランド南東

ドームアイスコアに関する研究集会」, 2017 年 8 月, 北海道札幌市  
 5 火山ガス移流拡散シミュレーションにおける解像度依存性, 日本火山学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
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2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 8 JMA-NHM を用いた局地循環解析, 低温研共同研究集会「グリーンランド氷床における近

年の質量損失の実態解明:メカニズムの理解と影響評価」, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 9 雲・降水モデルを用いた降雪系弱層形成に関する新たなアプローチ, ワークショップ「降雪

に関するレーダーと数値モデルによる研究(第 16 回)」, 2017 年 11 月, 新潟県長岡市  
 10 バルク法雲物理モデルを用いた粒子特性診断の精緻化に向けて, 第 19 回非静力学モデルに

関するワークショップ, 2017 年 11 月, 富山県富山市  
 11 Hygroscopic seeding scheme incorporated in a bulk microphysics model, 98th American 

Meteorological Society Annual Meeting, 2018 年 1 月, アメリカ, オースティン  
 12 Local air circulations around Bowdoin Glacier, Greenland, simulated by a 

non-hydrostatic regional weather model, International Symposium on Cryosphere 
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 2 JRA-55 の北半球冬季成層圏における惑星規模波動の表現性能の検証, 日本気象学会 2017
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Reanalysis Intercomparison Project (S-RIP) Workshop and SPARC Data 
Assimilation (DA) Workshop, 2017 年 10 月, イギリス, レディング  

 5 JRA Activities Update, SPARC Data Assimilation(DA) and SPARC Reanalysis 
Intercomparison Project(S-RIP) Workshop, 2017 年 10 月, イギリス, レディング  
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JRA-55 reanalysis, 5th International Conference on Reanalysis (ICR5), 2017 年 11
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 7 The relationship between boreal summer Intra-seasonal oscillation and the 
stratospheric circulation, 5th International Conference on Reanalysis (ICR5), 2017
年 11 月, イタリア, ローマ  
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2017 年 11 月, 京都府  

広瀬成章 1 Development of an operational system for monitoring and forecasting coastal and open 
ocean states around Japan, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千葉県千
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度秋季大会, 2017 年 10 月, 宮城県仙台市  
 3 Short-term sea level variability along the coast of Japan and its relation to ocean 

circulation, 2018 Ocean Sciences Meeting, 2018 年 2 月, アメリカ, ポートランド  
山本 哲 1 日本国家気象事業の父：気象観測者ヘンリー・バトソン・ジョイナー ―イングランド・日
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本・ブラジル―, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 露場地面付近の気温鉛直分布観測, 日本気象学会 2017 年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  
 3 An Weather Observer Henry Batson Joyner ? England, Japan, and Brazil, 25th 

International Congress of History of Science and Technology, 2017 年 7 月, ブラジ

ル, リオ・デ・ジャネイロ  
 4 初期気象官署の設置環境（函館・東京・長崎）, 日本気象学会 2017 年度秋季大会, 2017 年

11 月, 北海道札幌市  
山本哲也 1 伊豆大島の多成分ひずみ計による観測の中長期的特性 －－GNSS から推 定されるひずみ

との比較－－, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  
 2 GNSS 観測による伊豆大島の長期的上下変動の精査, 日本火山学会 2017 年度秋季大会, 

2017 年 9 月, 熊本県熊本市  
 3 地殻変動観測による火山活動評価・予測の高度化に関する研究, 「災害の軽減に貢献するた

めの地震火山観測研究計画」平成 29 年度成果報告シンポジウム, 2018 年 3 月, 東京都

文京区  
横田 祥 1 Tornadogenesis as revealed by high-resolution ensemble forecasts for the Tsukuba city 

supercell tornado on 6 May 2012, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017 年 5 月, 千
葉県千葉市  

 2 降水が予測されていない位置へのレーダー反射強度の同化方法の提案, 日本気象学会 2017
年度春季大会, 2017 年 5 月, 東京都  

 3 Additional ensemble perturbations to correct the atmospheric field through assimilation 
of radar reflectivity, 38th Conference on Radar Meteorology, 2017年8月, アメリカ, 
シカゴ  

 4 Assimilation of radar reflectivity with EnKF: Additional ensemble perturbations to 
modify the atmospheric field, International Symposium on Earth-Science 
Challenges (ISEC) 2017, 2017 年 10 月, 京都府宇治市  

 5 予報モデルを繰り返し計算する4DEnVar, 日本気象学会2017年度秋季大会, 2017年10月, 
北海道札幌市  

 6 雲解像アンサンブル実験による積乱雲の発生・発達機構の解明に向けて, 日本気象学会2017
年度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  

 7 State-dependent additive covariance inflation for radar reflectivity assimilation, 6th 
International Symposium on Data Assimilation(ISDA), 2018 年 3 月, ドイツ, ミュ

ンヘン  
吉田康平 1 CMIP6 における太陽活動変動と地球システムモデルの対応, SMILES-2 サイエンスワーク

ショップ, 2017 年 6 月, 兵庫県神戸市  
 2 Improved climate simulation using a new earth system model MRI-ESM2 focusing on 

middle atmosphere, 4th International Conference on Earth System Modelling, 
2017 年 8 月, ドイツ, ハンブルク  

 3 Improvements of Quasi-Biennial Oscillation simulation in the Meteorological Research 
Institute earth system model, Joint SPARC Dynamics & Observations Workshop - 
QBOi, FISAPS & SATIO-TCS, 2017 年 10 月, 京都府京都市  

 4 大規模アンサンブルデータ d4PDF で見える熱帯低気圧の将来予測, 日本気象学会 2017 年

度秋季大会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 5 大規模アンサンブルシミュレーション d4PDF による熱帯低気圧の将来変化, シームレス台

風予測研究集会, 2017 年 11 月, 東京都  
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 6 大規模アンサンブルシミュレーションによる熱帯低気圧の将来変化, 異常気象研究集会

「様々な結合過程がもたらす異常気象の実態とそのメカニズム」, 2017 年 11 月, 京都

府  
 7 How do CMIP5 models drive upwelling in the tropical tropopause layer?, The UTLS: 

Current status and Emerging challenges, 2018 年 2 月, ドイツ, マインツ  
吉田 智 1 Winter lightning observation with Broadband Observation network for Lightning and 

Thunderstorm, 4th International Symposium on Winter Lightning, 2017年4月, 上
越  

 2 Lightning activity associated with a convective cell involving multiple precipitation 
cores , 32th URSI GASS, 2017 年 8 月, カナダ, モントリオール  

 3 Winter lightning observation with Broadband Observation network for Lightning and 
Thunderstorm, 32th URSI GASS, 2017 年 8 月, カナダ, モントリオール  

 4 水蒸気ラマンライダー観測と降水量予測精度向上への試み, 日本気象学会 2017 年度秋季大

会, 2017 年 10 月, 北海道札幌市  
 5 水蒸気ライダー観測を用いたデータ同化実験, 第22回大気ライダー研究会, 2018年2月, 東

京都千代田区  
吉村裕正 1 複数の次世代非静力学全球モデルを用いた高解像度台風予測実験, 平成 28 年度地球シミュ

レータ利用報告会, 2017 年 4 月, 東京都港区  
 2 気象研究所地球システムモデルの積雲対流スキーム, 第 47 回メソ気象研究会（第 10 回気象

庁数値モデル研究会と共催）, 2017 年 5 月, 東京都千代田区  
和田章義 1 Tropical cyclone-ocean interactions on Typhoon Haiyan (2013) simulated by a coupled 

atmosphere-wave-ocean model, J-POW special seminar on tropical cyclone, 2017 年

4 月, フィリピン, ケソン  
 2 Tropical cyclone-ocean interactions on Typhoon Haiyan (2013) simulated by a coupled 

atmosphere-wave-ocean model , JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 2017年5月, 千葉

県千葉市  
 3 Simulations of analogous Typhoons Haiyan (2013) and Mike (1990) simulated by a 

coupled atmosphere-wave-ocean model, Asia Oceania Geosciences Society 14th 
Annual Meeting (AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

 4 Development of a regional coupled atmosphere-ocean assimilation sustem based on 
NHM-LETKF, Asia Oceania Geosciences Society 14th Annual Meeting 
(AOGS2017), 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

 5 台風1610号衰退期に見られた対流バースト, 平成29年度京都大学防災研究所共同研究集会

「台風研究会」 －激甚化する台風災害の要因解明と減災へ向けて－, 2017 年 9 月, 京
都府宇治市  

 6 2016 年台風第 10 号衰退期に見られた対流バーストと海洋の影響, 日本気象学会 2017 年度

秋季大会, 2017 年 11 月, 北海道札幌市  
 7 台風1610号(Lionrock)の数値シミュレーションにおける海洋の役割, 第19回非静力学モデ

ルに関するワークショップ, 2017 年 11 月, 富山県富山市  
 
 

−　182　−

6.  成果発表 6.2.  口頭発表



7. 受賞等                                             7.1. 受賞 

7.2. 学位取得 

   - 183 -   
 

７．受賞等 

 
ここでは、気象研究所の職員が平成 29 年度に他機関から受けた表彰、及び取得した学位の一覧を掲

載している。 

受賞には、受賞者の氏名、賞の名称、表彰した機関名、表彰年月日を掲載している。 

学位取得には、学位取得者の氏名、学位名、学位授与大学、取得年月日及び学位取得の対象となった

論文名を掲載している。 
 
７．１．受賞 

 

荒木健太郎  日本雪氷学会関東・中部・西日本支部活動賞、（公社）日本雪氷学会、平成 29年 

５月 

庭野 匡思  日本雪氷学会平田賞、（公社）日本雪氷学会、平成 29年９月 

大野木和敏  日本気象協会岡田賞、（財）日本気象協会、平成 29年 10月 

小寺 祐貴  日本地震工学会優秀発表賞、（公社）日本地震工学会、平成 29年 11月 

小司 禎教  EPS 2017 Highlighted papers、Earth, Planets and Space、平成 30年２月 

小林 昭夫  日本地震学会論文賞、（公社）日本地震学会、平成 30年３月 

弘瀬 冬樹  日本地震学会論文賞、（公社）日本地震学会、平成 30年３月 

宮岡 一樹  日本地震学会論文賞、（公社）日本地震学会、平成 30年３月 

 
７．２．学位取得 

 

川合秀明 

学  位：博士（理学）（京都大学、平成 29年５月 23日） 

学術論文：Study on Marine Boundary Layer Clouds and Their Environment for Cloud  

Parameterizations in Global Climate Models（全球気候モデルの雲パラメタリゼー

ションのための海洋性境界層とその環境場に関する研究） 

 

嶋田宇大 

学  位：博士（環境科学）（北海道大学、平成 29年 12月 25日） 

学術論文：An observational study of tropical cyclone intensity estimation, intensity change 

processes, and intensity forecast（熱帯低気圧の強度推定、強度変化プロセス及び

強度予報に関する観測的研究） 

 

遠藤洋和 

学  位：博士（環境科学）（筑波大学、平成 30年３月 23日） 

学術論文：Future Changes in Monsoon Precipitation and Their Uncertainty Projected by Global 

Climate Models（気候モデルを用いたンスー地域の降水将来変化と予測不確実性に関

する研究） 

 

小林ちあき 

学  位：博士（理学）（東北大学、平成 30年１月 24日） 
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学術論文：Interannual variation of tropospheric zonal mean state and mean meridional 

circulations（対流圏帯状平均場と平均子午面循環の年々変動） 
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８．研究交流 

 
ここでは、気象研究所の職員が平成 29 年度に外国出張等により出席・参加した海外で行われた国際

会議・研究集会・講演、気象研究所が平成 29 年度に他機関から受け入れた研究者、及び海外研究機関

からの来訪者の一覧を掲載している。 

 
８．１．外国出張等 

 

青梨和正 ･ 欧州気象衛星開発機構（EUMETSAT） 気象衛星会議 2017 出席, イタリア, H29.10.

１～８ 

 ･ 降水観測計画（PMM）サイエンスチーム会合への出席, アメリカ, H29.10.15～22 

足立アホロ ･ 気象レーダー及び水文学に関する国際シンポジウムへの出席, 韓国, H29.４.９～14 

 ･ JICA 技術協力プロジェクト「スリランカ国気象観測・予測・伝達能力向上プロジェ

クト」における気象観測（QPE, QPF）に関する技術指導, スリランカ, H29.７.23～

27 

 ･ 気象レーダーの校正・監視ワークショップへの出席および発表, ドイツ, H29.10.16

～22 

足立光司 ･ 北極圏の雪氷圏変動メカニズム解明に資する放射・エアロゾル観測及び機器更新, ノ

ルウェー, H29.９.５～17 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

 ･ 極域大気エアロゾル生成機構解明に資する航空機観測のためのドイツ・ブレーメン空

港での機器設置作業, ドイツ, H29.２.20～３.４ 

足立 透 ･ 第 38回レーダー気象会議への出席及び発表, アメリカ, H29.８.27～３0 

石井憲介 ･ 国際火山学及び地球内部科学協会 2017 年学術総会（IAVCEI2017）への出席, アメリ

カ, H29.８.13～20 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～13 

石井雅男 ･ 2017 年統合海洋生物圏研究（IMBeR）科学推進委員会への出席, 中国, H29.４.22～

26 

 ･ 第 10回二酸化炭素国際会議（ICDC10）への出席, スイス, H29.８.20～27 

 ･ 第６回全球海洋観測システム（GOOS）運営委員会への出席, タイ→シンガポール, 

H29.９.10～14 

 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H30.２.10～16 

 ･ 全球海洋観測システム（GOOS）専門家パネル合同会議及び国際海洋炭素観測連携計画

（IOCCP）執行委員会への出席, オーストラリア, H30.２.25～３.４ 

石井正好 ･ 地域水位変動及び沿岸影響の国際会合並びに海面フラックス強制結合モデル比較実

験（FAFMIP）会合への出席, アメリカ, H29.７.９～20 

 ･ 第４回地球システムモデリング国際会合への参加, ドイツ, H29.８.27～９.３ 

石田春磨 ･ エアロゾル・雲の地表面放射収支に与える影響監視に係る日射計検定観測のための機
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器設置（ハワイ島）, アメリカ, H29.９.28～10.４ 

 ･ エアロゾル・雲の地表面放射収支に与える影響監視に係る放射計の比較と保守（中

国）, 中国, H29.10.13～15 

 ･ エアロゾル・雲の地表面放射収支に与える影響監視に係る日射計検定観測のための機

器の撤収（ハワイ島）, アメリカ, H29.11.６～10 

石元裕史 ･ 欧州気象衛星開発機構（EUMETSAT） 気象衛星会議 2017 出席, イタリア, H29.10.

１～８ 

伊藤純至 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.５～12 

 ･ 第 12回メソ対流系と極端気象に関する国際会議への出席, 台湾, H29.10.16～19 

今田由紀子 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.５～12 

 ･ 気候変動の検出と原因特定に関する国際グループの年次総会への出席, アメリカ, 

H29.３.12～17 

碓氷典久 ･ 第 19回太平洋アジア縁辺海会議への出席, 韓国, H29.４.10～13 

 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～12 

浦川昇吾 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H29.２.11～18 

大島 長 ･ 全球エーロゾル大気輸送の解明に資するグリーンランドでのエーロゾル地上観測お

よび研究打ち合わせ, デンマーク, H29.６.５～７.５ 

 ･ 北極評議会/北極圏監視評価プログラム作業部会/短寿命気候強制力因子専門家グル

ープ会合への出席, フィンランド, H30.１.28～2.2 

岡本幸三 ･ ハイパースペクトル静止衛星観測同化会合への出席, イギリス, H29.５.21～27 

 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～12 

 ･ 欧州気象衛星開発機構（EUMETSAT） 気象衛星会議 2017 出席, イタリア, H29.10.

１～８ 

 ･ 第 21回国際 TOVS研究会議への出席, ドイツ, H29.11.28～12.７ 

小木曽仁 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

尾瀬智昭 ･ 第６回 WMOモンスーン国際ワークショップへの出席, シンガポール, H29.11.11～18 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

小山 亮 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～12 

 ･ 欧州気象衛星開発機構（EUMETSAT） 気象衛星会議 2017 出席, イタリア, H29.10.

１～６ 

折笠成宏 ･ アラブ首長国連邦降水強化科学プログラム（UAEREP）に係る日本-UAE 往復間フェリ

ー飛行及び UAE上空飛行による航空機観測, ベトナム, H29.８.22～10.１ 

 ･ アメリカ気象学会（AMS）第 98回年次会合への参加, アメリカ, H29.１.７～13 
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 ･ 第２回アラブ首長国連邦降水強化科学プログラム（UAEREP）国際フォーラムへの出席

及び UAEREP に係るシーディング有効雲観測のための観測機器撤収, アラブ首長国連

邦, H29.１.16～24 

梶野瑞王 ･ ブレーズ・パスカル大におけるエアロゾル・雲相互作用に関する共同研究およびフラ

ンス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）訪問, フランス, H29.９.18～11.11 

川合秀明 ･ 気象気候モデル系統誤差に関する第５回数値実験作業部会（WGNE）ワークショップ参

加, カナダ, H29.６.18～25 

 ･ 「積雲対流パラメタリゼーションの将来に関するワークショップ」への参加, オラン

ダ, H29.７.９～16 

 ･ 「全球大気システム研究（GASS）第２回全体会議」への参加, オーストラリア, H29.

２.24～３.３ 

川口亮平 ･ 国際火山学及び地球内部科学協会 2017 年学術総会（IAVCEI2017）への出席, アメリ

カ, H29.８.13～20 

川瀬宏明 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～12 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

川畑拓矢 ･ 第６回データ同化に関する国際シンポジウムへの出席, ドイツ, H29.３.４～11 

楠 昌司 ･ 力学的ダウンスケーリングを応用したパナマ地域における気候変動研究に関する国

際ワークショップへの出席, パナマ, H29.９.15～10.２ 

 ･ 第２回アジア気象会議への出席, 韓国, H29.10.22～25 

 ･ 第６回 WMOモンスーン国際ワークショップへの出席, シンガポール, H29.11.11～18 

 ･ アメリカ気象学会（AMS）第 98回年次会合への参加, アメリカ, H29.１.６～13 

工藤 玲 ･ EarthCARE Joint Mission Advisory Group（JMAG）への参加、及び国際レーザーレー

ダー会議（ILRC）への参加及び発表, オランダ, H29.６.21～７.２ 

 ･ エアロゾル・雲の地表面放射収支に与える影響監視に係る日射計検定観測のための機

器の撤収（ハワイ島）, アメリカ, H29.11.６～10 

黒田友二 ･ 欧州地球科学連合（EGU）年次大会への出席, オーストリア, H29.４.21～３0 

 ･ 太陽活動の気候への影響及び高エネルギー粒子の大気流入に関する国際活動ワーク

ショップ出席等, フランス, H29.11.５～12 

小泉 耕 ･ 欧州中期予報センター（ECMWF）四次元変分法シンポジウムでの招待講演, イギリス, 

H29.１.24～28 

小杉如央 ･ 第 10回二酸化炭素国際会議（ICDC10）への出席, スイス, H29.８.20～27 

小寺祐貴 ･ 韓国での「9月 12日地震 1周年ワークショップ」への出席, 韓国, H29.９.10～13 

 ･ アメリカ地質調査所での地震動即時予測に関する意見交換と議論, アメリカ, H29.

９.17～24 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

小林ちあき ･ 成層圏・対流圏の諸過程とその気候影響研究計画（SPARC）再解析比較プロジェクト

（S-RIP）ワークショップ 2017 及び第 13 回 SPARC データ同化（DA）ワークショップ
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出席, イギリス, H29.10.22～29 

 ･ 第５回再解析国際会議への出席, イタリア, H29.11.12～19 

財前祐二 ･ アラブ首長国連邦降水強化科学プログラム（UAEREP）に係る UAE上空飛行による航空

機観測, アラブ首長国連邦, H29.８.25～９.27 

齊藤和雄 ･ 気象気候モデル系統誤差に関する第５回数値実験作業部会（WGNE）ワークショップ参

加, カナダ, H29.６.18～25 

 ･ 国際海洋物理科学協会（IAPSO）、国際気象学・大気科学協会（IAMAS）、国際地球電磁

気・超高層物理学協会（IAGA）合同学会 2017への参加, 南アフリカ, H29.８.25～９.

４ 

 ･ 中山大学での数値予報ワークショップへの参加等, 中国, H30.３.７～10 

齊藤直彬 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H30.２.10～18 

酒井 哲 ･ 温室効果ガス観測技術衛星２号（GOSAT-2）データの高精度化に資するライダー装置

の保守・調整及び試験観測及び打ち合わせ, フィリピン, H29.９.24～10.４ 

 ･ 温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）データの高精度化に資するライダー装置の保守・

調整, ニュージーランド, H29.11.12～19 

坂本 圭 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H29.２.11～18 

佐藤英一 ･ 国際火山学及び地球内部科学協会 2017 年学術総会（IAVCEI2017）への出席, アメリ

カ, H29.８.13～20 

澤 庸介 ･ アメリカ海洋大気庁地球システム研究所全球モニタリング会合 2017 への出席, アメ

リカ, H29.５.21～26 

 ･ 温室効果ガスの輸送過程解明に資する航空機上での大気試料サンプリング, フラン

ス, H29.８.１～２ 

 ･ 第 10回二酸化炭素国際会議（ICDC10）及び第 19回温室効果ガスとその測定に関する

会合（GGMT-2017）への出席, スイス, H29.８.20～９.２ 

 ･ 温室効果ガスの輸送過程解明に資する航空機上での大気試料サンプリング, フラン

ス, H29.10.24～25 

 ･ 温室効果ガスの輸送過程解明に資する航空機上での大気試料サンプリング, フラン

ス, H29.１.23～25 

沢田雅洋 ･ 第 18回低気圧ワークショップへの参加, カナダ, H29.10.１～４ 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～12 

 ･ アメリカ気象学会（AMS）第 98回年次会合への参加, アメリカ, H30.１.７～11 

澤田洋平 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

嶋田宇大 ･ 独立行政法人国際協力機構（JICA）・フィリピン大気地球物理天文局（PAGASA）合同

気象ワークショップへの参加及び研究打合せ, フィリピン, H29.４.19～22 

 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～10 

小司禎教 ･ 第９回マルチ GNSS アジア（MGA）カンファレンスへの参加, インドネシア, H29.10.

８～12 
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関山 剛 ･ 欧州地球科学連合（EGU）年次大会への出席, オーストリア, H29.４.22～30 

高木朗充 ･ 国際火山学及び地球内部科学協会 2017 年学術総会（IAVCEI2017）への出席, アメリ

カ, H29.８.13～18 

高谷祐平 ･ 中国科学院(CAS)・世界科学院(TWAS)・世界気象機関(WMO) 第 16回共同フォーラム季

節・10年規模予測の進展に関する国際シンポジウムへの出席, 中国, H29.９.17～21 

 ･ 全世界気候研究計画モデリング会合（Pan-WCRP Modelling Groups Meeting）への出

席, イギリス, H29.10.７～14 

 ･ 第６回 WMOモンスーン国際ワークショップへの出席, シンガポール, H29.11.11～18 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H30.２.10～18 

高薮 出 ･ 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6次評価報告書スコーピング会合への出席, 

エチオピア, H29.４.29～５.７ 

 ･ 第２回アジア気象会議への出席, 韓国, H29.10.22～25 

田尻拓也 ･ アラブ首長国連邦降水強化科学プログラム（UAEREP）に係る UAE上空飛行による航空

機観測, アラブ首長国連邦, H29.８.25～９.27 

 ･ アメリカ気象学会（AMS）第 98回年次会合への参加, アメリカ, H29.１.７～13 

 ･ 第２回アラブ首長国連邦降水強化科学プログラム（UAEREP）国際フォーラムへの出席

及び UAEREP に係るシーディング有効雲観測のための観測機器撤収, アラブ首長国連

邦, H29.１.16～24 

田中泰宙 ･ 世界気象機関（WMO）全球大気監視（GAW）2017年シンポジウムへの出席, スイス, H29.

４.９～14 

 ･ 世界気象機関（WMO） 全球大気監視（GAW）モデル応用科学諮問部会第２回会合出席, 

アメリカ, H29.６.21～24 

 ･ エーロゾル予測のための国際協力（ICAP）第９回ワーキンググループ会合出席, フラ

ンス, H29.６.25～３0 

谷川朋範 ･ グリーンランド氷床質量損失メカニズムの解明に資する気象・雪氷観測及び関連機関

との研究協力打合せ, デンマーク, H29.５.14～７.６ 

 ･ 北極圏の雪氷圏変動メカニズム解明に資する放射・エアロゾル観測及び機器更新, ノ

ルウェー, H29.９.５～17 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

溜渕功史 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～17 

辻野博之 ･ 全世界気候研究計画モデリング会合（Pan-WCRP Modelling Groups Meeting）への出

席, イギリス, H29.10.８～14 

対馬弘晃 ･ 第 27 回国際津波シンポジウム(ITS2017)及び国際津波委員会総会への出席, インド

ネシア, H29.８.20～24 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.10～16 
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坪井一寛 ･ 温室効果ガスの輸送過程解明に資する航空機上での大気試料サンプリング, フラン

ス, H29.６.27～28, 11.21～22, H30.２.27～28 

遠山勝也 ･ 第 10回二酸化炭素国際会議（ICDC10）への出席, スイス, H29.８.20～27 

豊田隆寛 ･ 極域海洋再解析相互比較プロジェクトワークショップへの参加及び研究打ち合わせ, 

スペイン, H29.６.６～11 

 ･ 海洋再解析と相互比較ワークショップへの参加, フランス, H29.６.26～７.３ 

仲江川敏之 ･ 力学的ダウンスケーリングを応用したパナマ地域における気候変動研究に関する国

際ワークショップへの出席, パナマ, H29.９.15～10.１ 

 ･ タイにおける力学的ダウンスケール実験及び影響評価に関する研究打ち合わせ, タ

イ, H30.２.７～15 

南雲信宏 ･ 第 38回レーダー気象会議への出席及び発表, アメリカ, H29.８.27～９.３ 

丹羽洋介 ･ 第 10回二酸化炭素国際会議（ICDC10）への出席, スイス, H29.８.20～27 

庭野匡思 ･ グリーンランド氷床質量損失メカニズムの解明に資する気象・雪氷観測及び関連機関

との研究協力打合せ, デンマーク, H29.５.14～７.５ 

 ･ 雪氷中における融解水移動のモデリングに関する研究集会への参加, デンマーク, 

H29.９.17～24 

 ･ グリーンランド氷床質量損失メカニズムの解明に資する気象・雪氷観測及びデンマー

ク・グリーンランド地質調査所 GEUSへの訪問, デンマーク, H29.３.18～５.６ 

野坂真也 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H29.２.11～17 

橋本明弘 ･ アメリカ気象学会（AMS）第 98回年次会合への参加, アメリカ, H29.１.７～13 

原田やよい ･ 成層圏・対流圏の諸過程とその気候影響研究計画（SPARC）再解析比較プロジェクト

（S-RIP）ワークショップ 2017 及び第 13 回 SPARC データ同化（DA）ワークショップ

出席, イギリス, H29.10.22～29 

 ･ 第５回再解析国際会議への出席, イタリア, H29.11.12～19 

広瀬成章 ･ 全球海洋データ同化実験海洋外観プロジェクト(GOV)国際サマースクール「現業海洋

学のニューフロンティア」への参加, スペイン, H29.10.１～14 

 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H29.２.11～18 

藤井陽介 ･ 第９回海洋モデリング国際ワークショップへの出席, 韓国, H29.７.２～６ 

 ･ 中国科学院(CAS)・世界科学院(TWAS)・世界気象機関(WMO) 第 16回共同フォーラム季

節・10年規模予測の進展に関する国際シンポジウムへの出席, 中国, H29.９.17～21 

 ･ 全球海洋データ同化実験海洋概観プロジェクトデータ同化タスクチーム及び観測シ

ステム評価タスクチーム共同会合への出席, イタリア, H29.10.９～15 

 ･ 全球海洋データ同化実験海洋概観プロジェクト第８回サイエンスチーム会合への出

席, ノルウェー, H29.11.５～12 

 ･ 海面水温・海氷解析と予報に関するワークショップへの出席, イギリス, H29.１.21

～27 

干場充之 ･ アメリカ地震学会 2017年大会への出席, アメリカ, H29.４.17～23 

 ･ 第４回国際地震・都市化ワークショップへの出席, トルコ, H29.８.15～20 

 ･ 韓国での「9月 12日地震 1周年ワークショップ」への出席, 韓国, H29.９.10～13 

 ･ アメリカ地質調査所での地震動即時予測に関する意見交換と議論, アメリカ, H29.
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９.17～24 

 ･ アメリカ地球物理学連合秋季大会（AGU fall meeting 2017)への出席, アメリカ, 

H29.12.12～18 

堀田大介 ･ 第６回データ同化に関する国際シンポジウムへの出席, ドイツ, H29.３.４～11 

眞木貴史 ･ 第９回 GOSAT 研究公募研究代表者会議（GOSAT RA PI 会議）および第 13 回宇宙から

の温室効果ガスに関する観測ワークショップ（IWGGMS-13）への出席, フィンランド, 

H29.６.５～11 

 ･ 第 10回二酸化炭素国際会議（ICDC10）への出席, スイス, H29.８.20～28 

 ･ イラン砂塵嵐予報モデルの活用に関する能力構築支援研修, イラン, H29.10.15～20 

 ･ 第 10 回日中韓黄砂共同研究下の黄砂観測と早期警戒システムの構築作業部会会合へ

の参加, 中国, H29.11.８～11 

村田昭彦 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～12 

安田珠幾 ･ 全世界気候研究計画モデリング会合（Pan-WCRP Modelling Groups Meeting）への出

席, イギリス, H29.10.８～14 

柳瀬 亘 ･ 第 18回低気圧ワークショップへの参加, カナダ, H29.10.１～８ 

山口宗彦 ･ 2017 年アジア太平洋経済協力(APEC)台風シンポジウム(APTS)への出席, 台湾, H29.

５.１～５ 

 ･ 世界天気研究計画（WWRP）予測可能性・力学過程及びアンサンブル予報に関する作業

部会第３回会合への出席、及びチューリッヒ工科大学における台風研究に関する調

査・意見交換, スイス, H29.７.２～８ 

 ･ ヨーロッパ中期予報センター（ECMWF）年次セミナー参加およびアンサンブル予報に

関する調査・意見交換, イギリス, H29.９.６～16 

 ･ 世界気象機関（WMO）大気科学委員会第 17 回会合等への出席, インドネシア, 

H29.10.19～27 

山崎明宏 ･ エアロゾル・雲の地表面放射収支に与える影響監視に係る日射計検定観測のための機

器設置（ハワイ島）, アメリカ, H29.９.28～10.４ 

 ･ エアロゾル・雲の地表面放射収支に与える影響監視に係る放射計の比較と保守（中

国）, 中国, H29.10.13～11.1 

山中吾郎 ･ 2018年海洋科学会合等出席, アメリカ, H30.２.11～18 

山本 哲 ･ 第 25回国際科学史会議参加, ブラジル, H29.７.22～31 

横田 祥 ･ 第 38回レーダー気象会議への出席及び発表, アメリカ, H29.８.27～９.３ 

 ･ 第６回データ同化に関する国際シンポジウムへの出席, ドイツ, H29.３.４～11 

吉田康平 ･ 第４回地球システムモデリング国際会合への参加, ドイツ, H29.８.27～９.３ 

 ･ 上部対流圏下部成層圏の現状と課題に関するワークショップ参加, ドイツ, H30.２.

４～10 

吉田 智 ･ 第 32 回国際電波科学連合科学シンポジウム(URSI GASS)への参加, カナダ, H29.

８.20～27 

和田章義 ･ 独立行政法人国際協力機構（JICA）・フィリピン大気地球物理天文局（PAGASA）合同

気象ワークショップへの参加及び研究打合せ, フィリピン, H29.４.19～22 
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 ･ 第14回アジア・大洋州地球科学会年次会合（AOGS2017）への出席, シンガポール, H29.

８.６～10 
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８．２．受入研究員等 

 
客員研究員 

当所の研究の効率的な推進に資することを目的とし、当該研究に関する高度の専門知識を有し、

当該研究を円滑に実施する能力がある研究者を客員研究員として受け入れている。平成 29 年度は

次の 48 名を受け入れた（外国人特別研究員制度による受入を除く）。 

 

宇野史睦 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

大竹秀明 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

伊藤耕介 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

大泉 伝 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

Le Duc 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

福井 真 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」、

「防災・減災に資する気象・気候・環境予測」、共同研究（海洋研究開発機構）「観

測ビックデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」 

受入研究部：予報研究部 

 

上野 玄太 

期   間：H29.９.25～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」、

科学研究費助成事業（基盤研究Ｂ）「粒子フィルタを用いた積乱雲の発生・発達に

関する不確実性の解明」 
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受入研究部：予報研究部 

 

村上正隆 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、共同研究

（名古屋大学）「乾燥・半乾燥地域における降水強化の先端的研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

野田 彰   

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、科学研究

費助成事業「等温位/等密度座標に基づく大気/海洋大循環の解析」 

受入研究部：気候研究部 

 

 野口峻祐 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「季節予報の高度化と異常気象の要因解明に関する研究」 

受入研究部：気候研究部 

 

内山明博 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「放射収支の監視システムの高度化と気候変動要因解明に関する研究」、

地球環境保全等試験研究費「分光日射観測とデータ同化によるエアロゾル・雲の

地表面放射収支に与える影響監視に関する研究」 

受入研究部：気候研究部 

 

鬼頭昭雄 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、共同研究

（筑波大学）「気候変動リスク情報の基盤技術開発」 

受入研究部：気候研究部 

 

杉 正人 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、共同研究

（海洋研究開発機構）「観測ビックデータを活用した気象と地球環境の予測の高度

化」、「複数の次世代非静力学全球モデルを用いた高解像度台風予測実験」 

受入研究部：気候研究部 

 

相澤拓郎 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、北極域研

究推進プロジェクト（文部科学省）「データ同化モデルの開発・解析を通した北極
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域の中期気候予測に関する研究」 

受入研究部：気候研究部 

 

岡田靖子 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、気候変動

適応技術社会実装プログラム（文部科学省）「近未来予測課題」 

受入研究部：気候研究部 

 

村上裕之 

期   間：H30.１.29～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、統合的気

候モデル高度化研究プログラム(文部科学省)テーマＣ「統合的気候変動予測」 

受入研究部：気候研究部 

 

伊藤瑠衣 

期   間：H29.12.19～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、統合的気

候モデル高度化研究プログラム(文部科学省)テーマＣ「統合的気候変動予測」 

受入研究部：気候研究部 

 

青木輝夫 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「雪氷物理過程の観測とモデル化による雪氷圏変動メカニズムの解明」、

地球環境保全等試験研究費「光吸収性エアロゾルの監視と大気・雪氷系の放射収

支への影響評価 ―地球規模で進行する雪氷圏融解メカニズムの解明に向けて

―」 

受入研究部：気候研究部 

 

島田利元 

期   間：H29.11.24～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「雪氷物理過程の観測とモデル化による雪氷圏変動メカニズムの解明」、

宇宙航空研究開発機構地球環境変動観測ミッション「GCOM-C/SGLI による雪氷ア

ルゴリズムの高度化・新規開発、及び地上観測と数値モデルによる検証・校正に

関する研究」 

受入研究部：気候研究部 

 

中澤哲夫 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究」、科学研究費助成

事業（基盤研究Ｓ）「豪雨と暴風をもたらす台風の力学的・熱力学的・雲物理学的

構造の量的解析」 

受入研究部：台風研究部 
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金田幸恵 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究」、科学研究費助成

事業（基盤研究Ｃ）「台風強度予測精度向上のための台風強化停止プロセスの解明」 

受入研究部：台風研究部 

 

佐藤信夫 

期   間：H29.６.26～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究」、科学研究費助成

事業（基盤研究Ｂ）「南西諸島とフィリピンのドップラーレーダーを用いた台風の

構造と強度の関係解明」 

受入研究部：台風研究部 

 

柴田清孝 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

板橋秀一 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」、環境研究総合推

進費「SLCP の環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

弓本桂也 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

藤部文昭 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「環境要因による局地気候変動のモデル化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

栗原和夫 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

日比野研志 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

−　196　−

8.  研究交流 8.2.  受入研究員等



 

8. 研究交流                                         8.2. 受入研究員等 

 

- 197 -  
 

渡邊俊一 

期   間：H29.７.25～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、統合的気

候モデル高度化研究プログラム(文部科学省)テーマＣ「統合的気候変動予測」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

宮坂貴文 

期   間：H29.９.11～H30.３.３ 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」、科学研究

費助成事業（基盤研究Ａ）「日本周辺の海面水温場が局所的な豪雨・豪雪の予測可

能性に与える影響の定量的評価」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

佐藤陽祐 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

猪俣弥生 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」、環境総合推進費

「PM2.5 の成分組成、酸化能、呼吸器疾患ハザードとそのモデル予測に関する研

究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

西澤誠也 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「大気境界層過程の乱流スキーム高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

萩野谷成徳 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「大気境界層過程の乱流スキーム高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

真野裕三 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

増田一彦 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」、宇宙航空研究開発機構

地球環境変動観測ミッション「改良粒子散乱モデルを用いた氷雲・エアロゾル解

−　197　−

8.  研究交流

研
究
交
流

8.2.  受入研究員等



 

8. 研究交流                                         8.2. 受入研究員等 

 

- 198 -  
 

析手法の開発」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

 

石原正仁 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

小林隆久 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

内野 修 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」、科学研究費助成

事業（基盤研究Ｂ）「局地的大雨予測のための可搬性に優れた次世代型水蒸気ライ

ダーの開発」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

新井健一郎 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」、共同研究（ＪＲ東日本)

「高精度センシング技術を用いた、列車運行判断のための災害気象の監視・予測

手法の開発」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

石津尚喜 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」、共同研究（ＪＲ東日本)

「高精度センシング技術を用いた、列車運行判断のための災害気象の監視・予測

手法の開発」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

小野村史穂 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」、共同研究（ＪＲ東日本)

「高精度センシング技術を用いた、列車運行判断のための災害気象の監視・予測

手法の開発」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

藤原忠誠 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 
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研究課題名：重点研究「顕著現象監視予測技術の高度化に関する研究」、共同研究（ＪＲ東日本)

「高精度センシング技術を用いた、列車運行判断のための災害気象の監視・予測

手法の開発」 

受入研究部：気象衛星・観測システム研究部 

 

吉川澄夫 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地震活動・地殻変動監視の高度化に関する研究」 

受入研究部：地震津波研究部 

 

石崎 廣 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「海洋モデルの高度化に関する研究」 

受入研究部：海洋・地球化学研究部 

 

倉賀野連 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「沿岸海況予測技術の高度化に関する研究」 

受入研究部：海洋・地球化学研究部 

 

横内陽子 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」 

受入研究部：海洋・地球化学研究部 

 

齊藤 尚子 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「地球環境監視・診断・予測技術高度化に関する研究」 

受入研究部：海洋・地球化学研究部 

 

−　199　−

8.  研究交流

研
究
交
流

8.2.  受入研究員等



 

8. 研究交流                                         8.2. 受入研究員等 

 

- 200 -  
 

リサーチアソシエイト 

当該研究に関する高度な専門知識を有し、当所研究の効率的な推進に資することを目的とし、

人材派遣会社との契約により気象研究所に派遣される研究支援者のうち、所長の承認を受けた者

について「リサーチアソシエイト」の呼称を用いることができるとしている。平成 29 年度は次の

６名について承認した。 

 

郭 子仙 

期   間：H29.４.３～H30.３.30 

研究課題名：重点研究「メソスケール気象予測の改善と防災気象情報の高度化に関する研究」 

受入研究部：予報研究部 

 

山本広志 

期   間：H29.４.３～H30.３.30 

研究課題名：環境研究総合推進費「歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評

価」 

受入研究部：気候研究部 

 

Ping Pui（Joseph）Ching 

期   間：H29.５.12～H30.３.31 

研究課題名：環境研究総合推進費「PM2.5 の成分組成、酸化能、呼吸器疾患ハザードとそのモ

デル予測に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

森 一安 

期   間：H29.５.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「大気境界層過程の乱流スキーム高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

八木俊政 

期   間：H29.５.１～H30.３.31 

研究課題名：一般研究「大気境界層過程の乱流スキーム高度化に関する研究」 

受入研究部：環境・応用気象研究部 

 

神代 剛 

期   間：H29.４.１～H30.３.31 

研究課題名：重点研究「気候モデルの高度化と気候・環境の長期変動に関する研究」 

受入研究部：気候研究部 
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８．３．海外研究機関等からの来訪者等 
 

招聘研究者 
 

Waranyu Wongseree （タイ 王立モンカット大学） 

期   間：平成 29年６月５日～平成 29年７月 28日 

用   務：地域気候モデルを用いた東南アジア域における将来気候予測実験に関する共同研究 

担当研究者：村田 昭彦（環境・応用気象研究部） 

 

José Rogelio Fabrega Duque （パナマ パナマ工科大学） 

期   間：平成 29年８月 20日～平成 29年８月 24日 

用   務：統合プログラムに係る打ち合わせ 

担当研究者：仲江川 敏之（気候研究部） 

 

Pham Thanh Ha（ベトナム ベトナム国家大学） 

期   間：平成 29年９月４日～平成 29年 11月１日 

用   務：地域気候モデルを用いた東南アジア域における将来気候予測実験に関する共同研究 

担当研究者：佐々木 秀孝（環境・応用気象研究部） 

 

Faye Abigail Tolentino Cruz（フィリピン マニラ観測所） 

期   間：平成 29年９月 25日～平成 29年 11月 22日 

用   務：地域気候モデルを用いた東南アジア域における将来気候予測実験に関する共同研究 

担当研究者：村田 昭彦（環境・応用気象研究部） 

 

Russell L. Elsberry（米国 海軍大学院大学） 

期   間：平成 29年 11月 15日～平成 29年 11月 17日 

用   務：台風数値予報とデータ同化に関する講演と議論 

担当研究者：山口 宗彦（台風研究部） 

 

Stefano Parolai（ドイツ ドイツ地球科学センター 即時警報システムセンター） 

期   間：平成 29年 11月 23日～平成 29年 11月 30日 

用   務：科研費研究課題「揺れの数値予報：広帯域時刻歴波形のリアルタイム予測」におい

て地震動特性の解析技術に関する議論 

担当研究者：干場 充之（地震津波研究部） 

 

Marco Pilz（ドイツ ドイツ地球科学センター 即時警報システムセンター） 

期   間：平成 29年 11月 23日～平成 29年 11月 30日 

用   務：科研費研究課題「揺れの数値予報：広帯域時刻歴波形のリアルタイム予測」におい

て地震動特性の解析技術に関する議論 

担当研究者：干場 充之（地震津波研究部） 

 

Sujittra Ratjiranukool（タイ チェンマイ大学） 

期   間：平成 30年１月 14日～平成 30年２月 15日 

用   務：東南アジア域における地球温暖化による詳細な気候変化予測情報の作成 

担当研究者：佐々木 秀孝（環境・応用気象研究部） 

 

J. Alex Huffman（米国 デンバー大学化学生化学部門） 

期   間：平成 30年２月 16日～平成 30年２月 22日 

用   務：バイオエアロゾルシンポジウムおよび茨城大学と IRSN 共同国際ワークショップに

おいて、バイオエアロゾルが気象学、気候学、健康へ及ぼす影響について講演 

担当研究者：五十嵐 康人（環境・応用気象研究部）
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Reinhardt Erwin Pinzon Adames（パナマ パナマ工科大学水理水工学センター） 

期   間：平成 30年２月 18日～平成 30年３月 13日 

用   務：気象研究所非静力学地域気候モデルにより、力学的ダウンスケーリング結果の詳細

な解析、および将来予測の不確実性を定量化する力学的ダウンスケーリング実験 

担当研究者：仲江川 敏之（気候研究部） 

 
 

JICA研修受け入れ 
 

平成 29年度 課題別研修「気象業務能力向上」 

Mr.KHAMPHOUMY Phapasit（ラオス） 

Mr.Aung Zwe Myat（ミャンマー） 

Ms.IGNACIO Shelly Jo（フィリピン） 

Ms.TONOWANE Linda Ruth（ソロモン） 

Mr.PEIRIS Thammahetti MudaligeNandalal（スリランカ） 

Ms.TATSAWONG Nahathai（タイ） 

Mr.SERMSOOK Nawin（タイ） 

Mr.KELI Polapola（ツバル） 

期 間：平成 29年 10月 23日、10月 25～26日 

講義担当研究者：和田章義（台風研究部） 

見学担当研究者：山崎明宏、工藤 玲（気候研究部）、五十嵐康人、足立光司（環境・応用気

象研究部）、楠 研一、小司禎教、足立アホロ、足立 透、南雲信宏（気象衛星・

観測システム研究部） 
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９．委員・専門家等 

 
 ここでは、平成 29年度に気象研究所の職員が外部機関から委嘱を受けた委員・専門家等（平成 28年

度以前から継続しているものも含む）について、個人別に五十音順で掲載している。 
 

９．１．国際機関の委員・専門家等 

 
青梨和正 ･ WMO 気象衛星のための調整グループ（CGMS）* 国際降水ワーキンググループ

（IPWG）共同議長 
･ 天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）耐風・耐震構造専門部会日本側専

門部会作業部会 D 委員 
足立アホロ ･ 対流圏プロファイルに関する国際会議（ISTP）プログラム委員 
石井雅男 ･ ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）国際海洋炭素連携プロジェクト（IOCCP）

科学運営グループ委員 
 ･ 北太平洋海洋科学機関（PICES）気候－炭素部会委員 
 ･ WMO/IOC 合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）現場観測支援センター

（OPS）* 全球船舶海洋観測研究プログラム（GO-SHIP） 推進委員 
 ･ 国際科学会議（ICSU）海洋生物地球化学・生態系研究科学推進委員会（IMBER-

SSC）メンバー 
 ･ 全球海洋観測システム（GOOS）生物地球化学のための海洋観測パネル（BGCP）

共同議長 

碓氷典久 ･ WMO/IOC 合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）* 全球海洋データ同化実

験海洋概観プロジェクトデータ同化タスクチーム（DA-TT）メンバー 
尾瀬智昭 ･ WMO 気候委員会（CCl）*委員 

･ WMO 気候サービスに関する政府間委員会（IBCS）*メンバー 
折笠成宏 ･ 国際気象学・大気科学協会（IAMAS） 国際雲・降水委員会委員 
梶野瑞王 ･ 日中韓大気汚染物質長距離越境移動研究プロジェクト（LTP）・サブワーキンググ

ループ（SWG）委員 
齊藤和雄 ･ WMO 福島第一原発事故に関する気象解析技術タスクチーム*委員 
 ･ WMO 大気科学委員会（CAS）* WWRP 科学運営委員会（SSC） 研究開発プ

ロジェクト（RDP） 気候変動に伴う極端気象に強い都市創り（TOMACS）  国

際科学運営委員会 （ISSC）  
酒井 哲 ･ WMO 測器観測法委員会（CIMO）* リモートセンシング技術に関する作業部会 

新しいリモートセンシング技術に関する専門家チームメンバー 
小司禎教 ･ 全球気候観測システム基準高層観測網（GRUAN）*タスクチーム 2（全球航法衛

星システムによる可降水量） 委員 
 ･ 天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR） 耐風・耐震構造専門部会日本側

幹事会委員 
･ WMO 大気科学委員会（CAS）* WWRP 科学運営委員会（SSC） 研究開発プ

ロジェクト（RDP） 気候変動に伴う極端気象に強い都市創り（TOMACS）  国

際科学運営委員会 （ISSC） 
･ 国際測地学協会研究会 4.3.7 (IAG SG4.3.7「リアルタイム GNSS プロダクト」)

メンバー 
･ 国際測地学協会合同作業グループ 4.3.8 (IAG JWG4.3.8「気候のための GNSS 大

気プロダクト」)メンバー 
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高薮 出 ･ IPCC 第１作業部会主要執筆者（AR6-WG1-LA） 
･ 天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）耐風・耐震構造専門部会日本側専

門部会作業部会 D 委員 
竹内義明 ･ 台風と社会に関する APEC 研究センター 運営委員 
辻野博之 ･ 世界気候計画(WCRP)* 気候と海洋の変動、予測可能性、変化（CLIVAR) 海洋開

発パネル(OMDP) 職権上委員（ex-officio） 
対馬弘晃 ･ 国際津波委員会 委員及びワーキングメンバー 
仲江川敏之 ･ IPCC 第１作業部会主要執筆者（AR6-WG1-LA） 

･ WMO 気候委員会（CCl）* 気候リスクとセクター別気候指標に関する専門家チ

ーム共同リーダー 
･ 国際気象学・大気科学協会（IAMAS） 気候に関する国際委員会委員（ICCL）  
･ 台風委員会作業部会 気象作業部会 気候変動影響専門家チームメンバー 

高谷祐平 ･ WMO 基礎システム委員会（CBS)/気候委員会（CCl) * 合同現業季節予報専門家

チーム(IPET-OPSLS)委員 
･ 世界天気研究計画/世界気候研究計画（WWRP/WCRP）* 季節内から季節予測プ

ロジェクト(S2S)運営グループメンバー 
･ WMO/IOC 合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）* 全球海洋データ同化実

験海洋概観プロジェクト科学運営チーム（GOVST）結合予測タスクチーム(CP-
TT)メンバー 

橋本徹夫 ･ 天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）耐風・耐震構造専門部会日本側委

員 
藤井陽介 ･ WMO/IOC 合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）* 全球海洋データ同化実

験海洋概観プロジェクト科学運営チーム（GOVST）コアメンバー 
･ WMO/IOC 合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）* 全球海洋データ同化実

験海洋概観プロジェクト観測システム評価タスクチーム（OSEval-TT）共同議長 
･ 全球海洋観測システム（GOOS）* 2020 年以降の熱帯太平洋観測システムに関

す る 検 討 グ ル ー プ （ TPOS2020 ） モ デ ル ・ デ ー タ 同 化 タ ス ク チ ー ム

（TPOS2020/M&DA-TT）メンバー 
･ CLIVAR/全球観測と統合化に関するパネル（GSOP）科学運営委員 

眞木貴史 ･ 日中韓三カ国環境大臣会合 砂塵嵐ワーキンググループ 専門委員 
山口宗彦 ･ WMO 大気科学委員会（CAS）* WWRP 科学運営委員会（SSC） 予測可能性・

力学過程及びアンサンブル予報に関する作業部会(PDEF)  
和田章義 ･ WMO 台風委員会  （UNESCSP）Tropical Cyclone Research and Review 

Associate Editor 
 ･ WMO/IOC 合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）* 大気海洋結合モデルに

よる短期及び中期予報準備チーム（SMRCP-TT）メンバー 

 
* 世界気象機関（WMO）に属する委員会等 
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９．２．国内機関の委員・専門家等  

 

青梨和正  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 地球環境変動観測ミッション(GCOM)AMSR

後継機センサチーム委員会委員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 GOSAT3 号機搭載用次期マイクロ波放射計

ミッション要求検討委員会委員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 EarthCARE委員会委員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 全球降水観測/二周波降水レーダ関連の審

査会審査委員 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 降水観測ミッション(PMM/GPM)利用検討委員会

委員 

足立アホロ  （公社）日本気象学会 第 39期気象研究ノート編集委員会委員 

足立光司  神戸大学 非常勤講師 

  東京理科大学総合研究院大気科学研究部門 客員准教授 

足立 透  （公社）日本気象学会 気象災害委員会委員 

荒木健太郎  （公社）日本気象学会 第 39期気象研究ノート編集委員会委員 

  （公社）日本雪氷学会 電子情報委員会委員 

安藤 忍  （公社）日本測地学会 編集委員 

五十嵐康人  日本学術会議委員（総合工学委員会・原子力事故対応分科会 原発事故による環境汚

染調査に関する検討小委員会 委員） 

  環境省 森林から生活圏への放射性物質の流出・拡散に関する検討会委員 

  環境省 特定廃棄物埋立処分施設の運営に関するアドバイザリー委員 

  茨城県 東海地区環境放射線監視委員会委員 

  岡山県 環境放射線等測定技術委員会委員 

  （公財）日本分析センター 平成 29 年度大気環境における放射性物質の常時監視に

関する評価検討会委員 

  筑波大学 非常勤講師 

  早稲田大学 非常勤講師 

  東京理科大学総合研究院大気科学研究部門 客員教授 

石井雅男  日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS合同

分科会 IMBER小委員会 委員 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 IOC 協力推進委員会海洋観測・気候変動国内専

門部会委員 

  筑波大学 非常勤講師 

石井正好  （公社）日本気象学会 第 39期 SOLA編集委員会委員 

  筑波大学 生命環境系 教授（連携大学院） 

  国立研究開発法人国立環境研究所 スーパーコンピュータ研究利用専門委員会委員 

石田春磨  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

石元裕史  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 

伊藤純至  （一社）日本流体力学会 第 25期代議員 

  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 

  日本流体力学会 「ながれ」編集委員 

今田由紀子  東京大学大気海洋研究所 文科省「統合的気候モデル高度化研究プログラム」「全球規
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模の気候変動予測と基盤的モデル開発」運営委員会委員 

入口武史  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

碓氷典久  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 海洋・宇宙連携委員会 End-to-End ユーザ

グループ「水産・沿岸環境」委員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 海面高度計ミッション(COMPIRA)委員会委

員、沿岸予測コアグループ実務者会合委員、SWOT RA活動委員 

遠藤洋和  （公社）日本気象学会 第 39期気象研究ノート編集委員会委員 

大島 長  （公社）日本気象学会 第 39期天気編集委員会委員 

太田芳文  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

  国立研究開発法人国立環境研究所 温室効果ガス観測技術衛星 2号サイエンスチーム

に係る委員 

大塚道子  （公社）日本気象学会 第 39期天気編集委員会委員 

  国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員 

岡本幸三  日本学術会議 地球惑星科学委員会 地球・惑星圏分科会 

地球観測の将来構想に関する検討小委員会 委員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 PMM/GPM 利用検討委員会、後継ミッション

検討分科会 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 EarthCARE委員会委員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 地球環境変動観測ミッション(GCOM)AMSR

後継機センサチーム委員会委員 

  国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員 

尾瀬智昭  日本学術会議委員（環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS

合同分科会 MAHASRI・GEWEX小委員会 委員） 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 降水観測ミッション(PMM/GPM)利用検討委員会

委員 

小田真祐子  （公社）日本気象学会 第 39期教育と普及委員会委員 

小畑 淳  （公社）日本気象学会 第 39期気象集誌編集委員会委員 

梶野瑞王  （公社）大気環境学会 編集委員会委員 

  筑波大学 生命環境系 准教授（連携大学院） 

勝間田明男  文部科学省 地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会地下構造モデル

検討分科会委員 

  国立研究開発法人建築研究所 研究評価委員会構造分科会 委員 

釜堀弘隆  日本学術会議委員（環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS

合同分科会 MAHASRI・GEWEX小委員会 委員） 

川合秀明  （公社）日本気象学会 第 39期気象集誌編集委員会委員 

川瀬宏明  文部科学省 科学技術専門化ネットワーク・専門調査員 

  （公社）日本気象学会 第 39期気象集誌編集委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期教育と普及委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期電子情報委員会委員 

  （一社）日本気象予報士会 気象予報士 CPD運営委員会の委員及び認定委員 

川畑拓矢  神戸大学 非常勤講師（客員准教授） 

川端康弘  （公社）日本気象学会 第 40期役員候補者選挙管理委員会委員 

楠 研一  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 
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  （公社）日本気象学会 第 39期気象災害委員会委員 

工藤 玲  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 

  東京理科大学総合研究機構総合研究院 客員研究員 

隈 健一  （公社）日本気象学会 2018春季大会委員長 

黒田友二  日本学術会議 環境学委員会・地域惑星科学委員会合同 FE・WCRP合同分科会 SPARC小

委員会委員 

小林ちあき  日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS合同

分科会 IGAC小委員会 委員 

  日本学術会議 環境学委員会・地域惑星科学委員会合同 FE・WCRP合同分科会 SPARC小

委員会委員 

財前祐二  日本エアロゾル学会 日本エアロゾル学会編集委員 

  福岡大学産学官連携研究機関福岡から診る大気環境研究所 研究員 

  東京理科大学総合研究院大気科学研究部門 客員教授 

齊藤和雄  （公社）日本気象学会 第 39期正野賞候補者推薦委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期学術委員会委員 

  （公社）日本気象学会 気象集誌編集委員会(TOMACS特別号)委員 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 招聘上席研究員 

  国立研究開発法人情報通信研究機構 次世代安心・安全ＩＣＴフォーラム運営委員 

酒井 哲  首都大学東京 客員研究員 

  レーザ・レーダ研究会 活性化委員 

  国立研究開発法人国立環境研究所 客員研究員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 大気浮遊物質検地ライダー実用化検討委

員会委員 

坂本 圭  文部科学省 科学技術専門化ネットワーク・専門調査員 

佐々木秀孝  みずほ情報総研 地域適応コンソーシアム全国運営委員会委員 

佐藤英一  （一社）日本風工学会 風災害研究会委員 

  （一社）日本風工学会 代表委員会委員 

澤 庸介  （公財）ＪＡＬ財団 第 3期航空機による地球環境観測推進委員会委員 

  国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員研究員 

澤田洋平  （公社）日本気象学会 講演企画委員会委員 

  国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 GOSAT3 号機搭載用次期マイクロ波放射計

ミッション要求検討委員会委員 

小司禎教  （公社）日本気象学会 第 39期気象災害委員会委員 

  （公社）日本地球惑星科学連合 環境災害対応委員会委員 

  （公社）日本気象学会 気象集誌編集委員会(TOMACS特別号)委員 

  地球電磁気・地球惑星圏学会 Earth, Planets and Space (EPS)特集号編集委員 

新藤永樹  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

鈴木 修  （一社）日本風工学会 運営・学術委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期評議員 

  （一財）河川情報センター レーダ雨量計活用による河川情報高度化検討会委員 

  国立研究開発法人防災科学技術研究所 「攻め」の防災に向けた気象災害の能動的軽

減を実現するイノベーションハブ運営委員会委員 
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  日本風工学会 日本風工学会代表委員会委員 

清野直子  （公社）日本気象学会 第 39期人材育成・男女共同参画委員会委員 

  （公社）日本地球惑星科学連合 ダイバーシティ推進委員会委員 

  （公社）日本気象学会 気象集誌編集委員会(TOMACS特別号)委員 

  国立研究開発法人防災科学技術研究所 大型降雨実験施設運用委員会委員 

関山 剛  日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS合同

分科会 SPARC小委員会 委員 

  日本学術会議 環境学委員会・地域惑星科学委員会合同 FE・WCRP合同分科会 IGAC小

委員会委員 

  茨城県 東海地区環境放射線監視委員会評価部会 専門員 

  茨城県 緊急時モニタリング計画等検討委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期天気編集委員会委員 

  日本大気化学会 運営委員会における学会誌編集委員 

瀬古 弘  （公社）日本気象学会 気象集誌編集委員会(TOMACS特別号)委員 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 招聘上席研究員 

  国立研究開発法人理化学研究所 客員主管研究員 

高薮 出  環境省地球環境局 中央環境審議会委員 

  環境省 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート専門家委員会委員 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 文科省「統合的気候モデル高度化研究プログラ

ム」「炭素循環・気候感度・ティッピングエレメント等の解明」運営委員会委員 

  東京大学大気海洋研究所 文科省「統合的気候モデル高度化研究プログラム」「全球規

模の気候変動予測と基盤的モデル開発」運営委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期理事 

  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員長 

  京都大学防災研究所 「統合的ハザード予測」に係る運営委員会委員 

  国立研究開発法人国立環境研究所 気候変動予測研究の推進に向けた検討チーム 

田中泰宙  茨城県 東海地区環境放射線監視委員会評価部会専門員 

  （公社）日本気象学会 第 39期電子情報委員会委員 

  筑波大学計算科学研究センター 共同研究委員会委員 

  鳥取大学 客員教授 

津口裕茂  （公社）日本気象学会 第 39期教育と普及委員会委員 

辻野博之  （公社）日本気象学会 第 39期 SOLA編集委員会委員 

津島俊介  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

坪井一寛  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

  国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員研究員 

直江寛明  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員会事務局長 

永井智広  （公社）計測自動制御学会 部会運営委員 

  国立研究開発法人国立環境研究所 客員研究員 

  レーザ・レーダ研究会 運営委員 

仲江川敏之  国土交通省水管理・国土保全局水資源部 水資源分野における気候変動への適応策の

あり方検討会委員 

  環境省 「平成 29年度気候変動影響評価・適応計画に関する調査・検討業務」気候変

動の影響に関する分野別ＷＧ：水環境・水資源、自然災害・沿岸域 WG委員 
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  （公社）日本地球惑星科学連合 ジャーナル企画経営委員 

  （一社）水文・水資源学会 国際誌編集委員会アドバイザー 

  （公社）日本気象学会 第 39期理事 

  （公社）日本気象学会 第 39期企画調整委員会委員、講演企画委員会委員長、SOLA編

集委員会委員、教育と普及委員会副委員長 

  東京大学生産技術研究所 研究員 

南雲信宏  （公社）日本気象学会 第 39期天気編集委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期電子情報委員会委員 

丹羽洋介  国立研究開発法人国立環境研究所 温室効果ガス観測技術衛星 2号サイエンスチーム

に係る委員 

庭野匡思  （公社）日本気象学会 第 39期天気編集委員会委員 

  （公社）日本雪氷学会 電子情報委員会委員 

  （公社）日本雪氷学会 BGR編集委員会委員 

  北極環境研究コンソーシアム 第 4期北極環境研究コンソーシアム運営委員会委員 

橋本明弘  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期電子情報委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期人材育成・男女共同参画委員会委員 

橋本徹夫  国土地理院 地震予知連絡会 

  文部科学省 「活断層帯から生じる連動型地震の発生予測に向けた活断層調査研究」

外部評価委員会委員 

  文部科学省 地震調査研究推進本部員 

 文部科学省 地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会委員 

 文部科学省 地震調査研究推進本部地震調査委員会高感度地震観測データの処理方

法の改善に関する小委員会委員 

 文部科学省 地震調査研究推進本部地震調査委員会地震活動の予測的な評価手法検

討小委員会 

  文部科学省 地域評価のための活断層調査（関東地域）」技術審査専門員 

林 修吾  （公社）日本気象学会 第 39期天気編集委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期気象災害委員会委員 

原田やよい  （公社）日本気象学会 第 39期地球環境問題委員会委員 

弘瀬冬樹  （公社）日本地震学会 広報委員会委員 

藤井陽介  統計数理研究所 客員教授 

干場充之  文部科学省 地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会強震動予測手法

検討分科会委員 

  （公社）日本地震学会 通常代議員 

  （公社）日本地震学会 強震動委員会幹事 

  国立研究開発法人建築研究所 国際地震工学研修カリキュラム部会委員 

堀田大介  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

益子 渉  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 

松枝秀和  国立研究開発法人国立環境研究所 国立環境研究所地球環境研究センター運営委員

会委員 

水田 亮  （公社）日本気象学会 第 39期気象集誌編集委員会委員 

  （公社）日本気象学会 第 39期地球環境問題委員会委員 
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水野吉規  （一社）日本流体力学会 「ながれ」編集委員 

  （公社）日本気象学会 2018春季大会実行委員 

宮岡一樹  （公財）地震予知総合研究振興会 地殻活動研究委員会委員 

村田昭彦  環境省 「平成 29年度気候変動影響評価・適応計画に関する調査・検討業務」気候変

動の影響に関する分野別ＷＧ：産業・経済活動、国民生活・都市生活分野委員 

毛利英明  神戸大学 非常勤講師（客員教授） 

安田珠幾  （公社）日本気象学会 地球環境問題委員会委員 

  日本海洋学会 幹事 

柳瀬 亘  （公社）日本気象学会 天気編集委員会委員 

山口宗彦  （公社）日本気象学会 第 39期学術委員会委員 

山崎明宏  福岡大学産学官連携研究機関福岡から診る大気環境研究所 研究員 

山里 平  内閣府 首都圏における広域降灰災害を検討するための富士山の噴火想定に関する

懇談会委員 

  （公社）日本地球惑星科学連合 環境災害対応委員会委員 

  （特非）日本火山学会 火山防災委員会委員、将来計画委員会委員 

  （特非）日本火山学会 火山防災委員会委員 

  （特非）日本火山学会 将来計画委員会委員 

  （特非）日本火山学会 理事 

  （特非）日本火山学会 副会長 

山中吾郎  日本海洋学会 評議員 

山本 哲  国立研究開発法人国立環境研究所 平成 29 年度気候変動影響観測・監視の推進に向

けた検討チーム委員 

  （特非）気象システム技術協会 「気象測器研究会」専門家 

山本剛靖  文部科学省 地震調査研究推進本部地震調査委員会津波評価部会委員 

  国立研究開発法人防災科学技術研究所 津波予測技術運営委員会 委員 

横田 祥  （公社）日本気象学会 第 39期講演企画委員会委員 

吉田 智  日本大気電気学会 第 25期運営委員 
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