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� େؾɾւ༸ʹؔ͢Δ༧ใٕज़

（１）数値予報とは

༧ใͰɺ໌ɾ໌ؾใɾҙใ֤छͷఱܯ　 ޙ Β͞ʹઌͷେؾͷঢ়ଶΛ༧ଌ͢Δඞཁ͕͋Γ· ɻ͢

େؾւ༸ͷݱཧԽֶͷ๏ଇʹ͍͖ͯى͍ͯͮج·͢ͷͰɺ͜ͷ๏ଇΛ༻͍ ʮͯࠓʯͷେؾͳ

Ͳͷঢ়ଶ͔ΒʮকདྷʯΛ༧ଌ͢Δ͜ͱ͕ݪཧతʹՄͰ ɻ͢͜ͷख๏ʮ༧ใʯͱݺΕɺؾ

ிͷ༧ใۀͷࠜװΛͳٕ͢ज़ͱͳͬͯ ͍· ɻ͢

ɹ༧ใɺେؾւ༸ͷ༷ʑͳৼΔ͍ΛཧԽֶͷ๏ଇͰදͨ͠ݱίϯϐϡʔλͷϓϩάϥϜ

Λඞཁͱ͠ · ɻ͢͜ͷϓϩάϥϜΛʮ༧ใϞσϧʯͱ͍͍ɺ༧ଌͷਫ਼Λ্ͤ͞ΔͨΊৗʹ։ൃ

վྑ͕ਐΊΒΕ͖ͯ·͠ ͨɻ·ͨɺ༧ใϞσϧΛ༧ใۀʹ͏ʹɺେͳࢉܭΛؒ࣌ʹॲཧ

͢Δඞཁ͕͋Γɺ͜ͷͨΊؾிͰত �� ʢ���� ʣʹզ͕ࠃͷެிͱ͠ ͯॳΊͯՊֶࢉܭ༻

ͷίϯϐϡʔλΛಋೖ͠ɺҎདྷɺৗʹੈքߴ࠷Ϩϕϧͷίϯϐϡʔλʹߋ৽ͯ͠ ͍· ɻ͢

ɹ༧ใϞσϧɺ༧ଌ͢Δؒظͷ͞ରྖҬͳͲʹԠ༷ͯ͡ʑͳछྨ͕͋Γ·͕͢ɺ͍ͣΕɺ

େؾւ༸ΛਫฏํɾԖํࢠ֨ʹঢ়ʹ۠ΓɺͦΕͧΕͷ֨ࢠͰͷؾԹ෩ɺ࣪ͳͲͷকདྷ

ͷঢ়گΛ༧ଌ͠· ɻ͢

数値予報モデルでは、大気、海洋、陸地との間で発生する様々な現象を支配する物理や化学法則
をコンピュータプログラムで表現します。
（注　地表面過程：地表面における熱や水の出入りなど
　　 大気境界層：地表面や海面から直接摩擦や熱などの影響を受ける大気層）

大気中の現象を支配する主な過程
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第1部　気象業務の現状と今後

（２）数値予報の技術開発と精度向上

ͱͳΔ༧ใͷૅج͢ΔͨΊʹɺͦͷ࡞͔͘ࡉ༧ใΛ͖Ίؾใఱؾࡂਫ਼ͷ͍ߴ　

ਫ਼্͕ෆՄܽͰ͢ɻ

ɹݱ͍͔ࡉͷ༧ଌʹɺࢉܭΛࢠ֨͏ߦͷؒ ʢִղʣΛ͔͘͢ࡉΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ͜ͷͨΊɺ

େͳͷ֨ࢠͰͷࢉܭΛߴԽ͢Δํ๏ɺେؾதͷӍӢͷঢ়ଶΛΑΓਫ਼ྑ͘༧ଌ͢Δࢉܭ

ํ๏ͳͲͷ։ൃʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ

ɹ·ͨɺ͔݄Ҏ্ઌͷ༧ଌʹɺେ͚ͩؾͰͳ͘ւ༸ͷӨ͕ڹେ͖͘ ͳΔ͜ͱ͔Βɺେؾͱւ༸Λಉ

·औΓѻ͏༧ใϞσϧ͕ඞཁͱͳΓʹ࣌ ɻ͢

ɹ Β͞ʹɺੈքத͔Β༷ʑͳ؍ଌσʔλΛूΊ ʮͯࠓʯͷେؾͷঢ়ଶΛਫ਼Α͘ ղੳ͢ΔͨΊͷٕज़ʢ͜

ΕΛʮσʔλಉԽٕज़ʯͱ͍ݴ· ɻ͢༻ࢀूޠরɻʣͷ։ൃซͤͯͯͬߦ ͍· ɻ͢ಛʹɺਓӴɺߤ

ʑͱૹΒΕͯ͘ࠁɺΟϯυϓϩϑΝΠϥɺυοϓϥʔϨʔμʔͳͲ͔Βػۭ Δ؍ଌࠁ࣌ͷҟͳΔσʔλΛΑ

Γ༗ޮʹར༻͢Δख๏ʢ͜ΕΛʮ� ·͍ݴม๏ʯͱݩ࣍ ɻ͢༻ࢀूޠরɻʣͷ։ൃվྑʹॏతʹऔΓ

ΜͰ͍· ɻ͢

ɹεʔύʔίϯϐϡʔλͷੑ্༧ใϞσϧͷ։ൃվྑ͕ਐΈɺ༧ใ֮·͠ ͍ਐาΛ

͖͛ͯ·͠ ͨɻਤʹաڈ��ؒͷ༧ใϞσϧʢશٿϞσϧɿޙड़ʣͷ༧ใޡ ʢࠩٿ �༧

ใͷਫ਼ʣͷมԽΛࣔ͠· ɻ͢͜ͷؒɺϞσϧͷղͷ্ཧաఔͷվྑɺ� ม๏ͷಋೖݩ࣍

ͳͲσʔλಉԽٕज़ͷվળɺ৽ͨͳ؍ଌσʔλͷར༻։࢝ͳͲɺଟ ͷٕ͘ज़ͷਐల͕͋Γ·͠ ͨɻͦͷ

݁Ռɺ༧ใͷ͕ࠩޡ�ͷ�ʹݮগ͢ΔͳͲɺඈ༂తʹਫ਼্͕͠·͠ ͨɻ

全球モデルにおける新たな技術の導入と予報誤差の変化（北半球 500 ヘクトパスカル高度の 5日予報の平方根
平均二乗誤差（値が小さいほど予報精度が高い）　単位：メートル

北半球 500 ヘクトパスカル高度予報誤差 (5 日予報 )
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（３）数値予報モデルの現状

○全球モデルとメソモデル

ɹؾிͰӡ༻ͯ͠ ͍Δ༧ใϞσϧʹ͍ͭ͘ ͔͋Γ·͕͢ɺ͜ͷ͏ͪ ओͳͷͱ͠ ʮͯશٿϞσϧʯ

ͱʮϝιϞσϧʯ͕͋Γ· ɻ͢

ɹʮશٿϞσϧʯɺٿશମΛରྖҬͱ͠ ͯେؾͷঢ়ଶΛ༧ଌ͢Δ༧ใϞσϧͰ ɻ͢ؾிͰɺ

શٿϞσϧΛɺظ༧ใʢ໌ɾ໌ޙͷ༧ใʣɺिؒఱؾ༧ใقઅ༧ใɺۭߤ࿏ւ্༧ใͳͲ

ͯ͠༺ҬΛରͱ͢Δ༧ใʹརྖ͍ͷ্ٿ ͍· ɻ͢

ɹिؒఱؾ༧ใقઅ༧ใͰɺ༧ଌ͕ؒ࣌

ͳ͘Δͱͱʹ͕ࠩޡେ͖͘ ͳΓ· ɻ͢͜ ͷͨΊɺʮΞ

ϯαϯϒϧ༧ใʯͱ͍͏ख๏Λ༻͠ɺ֬ʹΑ

Δ༧ใͳͲΛͯͬߦ ͍· ɻ͢

ɹҰํɺʮϝιϞσϧʯɺຊपลΛରͱ͠ ͯ

େӍ෩ͳͲͷࡂΛͨΒ͢ݱͳͲʢߴ

ਤ্Ͱղੳ͞ΕΔؾѹകӍલઢͳͲɺఱؾ

ઍΩϩϝʔτϧنͷݱΑΓখ͘͞ ɺཽרͳͲہ

ॴݱʢΩϩϝʔτϧҎԼʣΑΓେ͖͍εέʔϧ

ʮ͕ϝιεέʔϧʯͱݺΕ͍ͯ· ɻ͢ʣͷ༧ଌΛ

ؾࡂใɾҙใͳͲܯ༧ใϞσϧͰɺ͏ߦ

ใͷ࡞߱ਫؒ࣌༧ใɺඈߦ༧ใͳͲ

ʹར༻ͯ͠ ͍· ɻ͢ϝιϞσϧͰɺࢉܭΛ֨͏ߦ

͔͘͠ࡉΛࢠ ɺੵཚӢʹ͏্ ঢྲྀؾɺਫৠؾͷ݁ڽɺӍઇɾ͋ΒΕͳͲ߱ਫཻࢠͷൃੜ

ɾམԼͳͲӢͷதͰൃੜ͢ΔݱΛਫ਼ີʹऔΓѻͬͯ ͍· ɻ͢

○季節予報モデル

ɹ�͔݄༧ใҟৗఱީૣܯظռใʹɺؾிશٿେؾϞσϧΛͱʹͨ͠༧ใϞσϧ͕༻

͞Ε͍ͯ· ɻ͢Ұํɺ�͔݄Λ Δ͑ؒ࣌εέʔϧͰɺେؾͷมಈΤϧχʔχϣɾϥχʔχϟݱͷΑ

͏ͳւ༸มಈͷӨڹΛ͘ڧड͚ɺٯʹւ༸ͷมಈେؾͷӨڹΛड͚· ɻ͢͜ͷͨΊɺ྆ऀΛదʹ

༧ଌ͢Δඞཁ͕͋Γɺ̏ ͔݄༧ใɺஆɾظީפ༧ใΤϧχʔχϣ༧ଌʹɺେؾͱւ༸ΛҰମͱ͠ ͯ༧

ଌ͢Δେؾւ༸݁߹Ϟσϧ͕༻͞Ε͍ͯ· ɻ͢

○波浪モデルと高潮モデル

ɹʮ࿘Ϟσϧʯɺւ্෩ͷ༧ଌΛೖྗͯ͠ ɺւ্ͷ༷ʑͳॴͰͷൃୡɾݮਰ͏ͶΓͷ

ͳͲΛ༧ଌ͠· ɻ͢༧ଌ݁Ռɺߴ࣌ʹൃද͞ΕΔ࿘ܯใɾҙใɺ࿘༧ใͳͲʹར༻͞Εͯ

͍· ɻ͢ʮߴைϞσϧʯɺ෩ͳͲʹΑΔւ໘ؾѹͱւ্෩ͷ༧ଌΛೖྗ͠ɺւ໘ਫҐͷ্ঢྔΛ༧

ଌ͠· ɻ͢͜ ͷ༧ଌ݁ՌΛͱʹਁਫى͕ࡂ Δ͓ͦ͜Εͷ͋Δ߹ʹɺߴைܯใɾҙใΛൃදͯ͠ ͍

· ɻ͢

全球モデルとメソモデル

数値予報モデルの領域と地形。格子間隔が小さいほどより詳細な
地形を表現することができます。そのため、局地的な地形によっ
て起こされる気象現象の表現は格子間隔が小さいモデルほど正確
になります。

全球モデル
（GSM）

メソモデル
（MSM）
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第1部　気象業務の現状と今後

○物質輸送モデル

ɹؾிͰɺେؾதͷࢿͷڍಈΛࣜԽ࣭ͨ͠༌ૹϞσϧΛ༻͍ͯڥٿީؾʹӨ͢ڹΔ

ೋࢎԽૉɺԫ࠭ɺΦκϯͳͲͷࢹͱ༧ଌΛͯͬߦ ͍· ɻ͢ʮԫ࠭༧ଌϞσϧʯͰɺԫ࠭ൃੜҬͰ

ͷԫ࠭ͷ্͍͕Γɺ෩ʹΑΔ༌ૹɾ֦ࢄɺӍͳͲʹΑΔ্ͷ߱ԼΛྀͯ͠ߟ ͍· ɻ͢·ͨɺʮԽֶ

༌ૹϞσϧʯͰɺΦκϯͦͷੜɾফ໓ʹ͔͔ΘΔ࣭ͷ෩ʹΑΔ༌ૹɾ֦ࢄɺӍͳͲʹΑΔ্

ͷ߱ԼɺԽֶԠޫԽֶԠʹΑΔੜɾม࣭ɾফ໓ͳͲͷաఔΛྀ͍ͯ͠ߟ· ɻ͢༧ଌ݁Ռɺ

ԫ࠭ใࢵ֎ઢใٴͼશൠεϞοάؾใʹར༻͞Ε͍ͯ· ɻ͢

 

気象庁で運用している数値予報モデル（平成 24年 3月現在）
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（４）地球温暖化予測の研究開発

ɹࡏݱɺฏ ��ʙ �� ʢ����ʙ�� ʣʹެද༧ఆͷ *1$$ୈ � Թஆٿɺ͚ͯʹॻࠂධՁใ࣍

Խ༧ଌ࣮ݧɺ༧ଌͷෆ࣮֬ੑͷݮɺͦͷཁҼͷཧղΛΊͨ͟͠ੈ͕ڀݚքதͰߦΘΕ͍ͯ· ɻ͢

ɹؾڀݚॴͰɺ࠷৽ͷେؾϞσϧͱւ༸ϞσϧΛ݁߹ͯ͠ ৽ͨʹ։ൃͨ͠ީؾϞσϧʹɺ͜Ε·Ͱ

ͷީؾϞσϧͰѻͬͯ ͜ͳ͔ͬͨΤʔϩκϧɺΦκϯɺҬੜଶٴܥͼւ༸ੜͷޮՌΛද͢ݱΔϞσ

ϧΛΈ߹ΘͤͨٿγεςϜϞσϧΛ։ൃ͠·ͨ͠ɻ͜ͷϞσϧΛ༻͍ͨԹஆԽ༧ଌ࣮ݧͷ݁Ռɺ

ւ༸؍ଌσʔλΛಉԽͨ͠�� ʙ�� ઌͷۙະདྷ༧ଌʹΑΓɺ*1$$ୈ � ·͠ݙߩʹॻࠂධՁใ࣍ ɻ͢

ಛʹۙະདྷ༧ଌɺࣗવมಈؚΉेنมಈΛදݱͰ Δ͖͜ͱ͔ΒɺԹஆԽͷதظతͳదԠࡦʹ

·͞ΕظΔ͜ͱ͕͢ࢿ ɻ͢

ɹ Β͞ʹɺຊͷৄࡉͳԹஆԽ༧ଌΛՄͱ͢Δߴղ૾ͷҬީؾϞσϧΛ։ൃ͠ɺԹஆԽ༧ଌΛ௨

ͯ͡զ͕ࠃͷԹஆԽରࡦͷظ͕ݙߩ͞Ε͍ͯ· ɻ͢

（１）Cバンド固体素子二重偏波ドップラー気象レーダー

ɹؾڀݚॴɺ���� ʹੈքʹઌ͚ͯۦ$όϯυʢ�ΪΨϔϧπଳʣͷݻମૉࢠೋॏภυοϓϥʔ

൫ٕज़ͷͻͱͭͱ͠جଌͷ؍ͷϨʔμʔੈ࣍ϨʔμʔΛಋೖ͠ɺؾ ͯɺϋʔυ໘͓Αͼιϑτ໘͔Β

কདྷͷӡ༻ʹڀݚ͚ͨΛ࣮ͯ͠ࢪ ͍· ɻ͢

ɹ͜ͷϨʔμʔͷେ͖ͳಛɺిૹ৴෦ʹɺैདྷͷϚάωτϩϯΫϥΠετϩϯͱ͍ͬͨਅۭͷ

ΘΓʹಋମʢݻମૉࢠʣΛ࠾༻ͨ͜͠ͱͰ ɻ͢͜ΕʹΑΓɺैདྷܕϨʔμʔʹൺɺڱଳҬԽʢి

ͷ༗ޮར༻ʹݙߩʣͳͲɺΑΓޮతͳ؍ଌ͕ՄͱͳΓ· ɻ͢·ͨɺैདྷܕϨʔμʔʹൺͯૹ৴ग़

ྗ͕����� ఔͱখ͍͞ΘΓʹ ��� ഒͷ͞ͷύϧεΛൃࣹ͢Δ͜ͱʹΑΓɺಉҎ্ͷײͰ

͜͏ߦଌΛ؍ ͱ͕Ͱ͖· ɻ͢

ɹ͏ ̍ͭ ͷಛɺैདྷͷਫฏภʹՃ͑ɺਨภͷ�ͭͷిΛൃࣹɾड৴͢ΔೋॏภػΛ

ͯͬ࣋ ͍Δ͜ͱͰ ɻ͢͜ΕʹΑΓɺඇ߱ਫΤίʔʢܗɺͳͲʣͷผͱͦͷআڈɺϨʔμʔࣹڧ

ͷ߱ӍʹΑΔݮਰͷิਖ਼ɺӍణͷཻܘΛྀ߱ͨ͠ߟਫڧͷਪఆ͕ՄͱͳΓ· ɻ͢͜ͷػɺ

߱ਫڧυοϓϥʔͷਫ਼্ɺ߱ਫͷ༗ແΛผ͢Δྗͷ্ʹେ͍ʹཱͭͱظ͞Εͯ

͍· ɻ͢

� ͜Ε͔Βͷ؍ଌɾ༧ଌٕज़
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第1部　気象業務の現状と今後

（２）今後の数値予報技術

ɹΑΓ͖Ίؾ͍͔ࡉใΛఏ͢ڙΔͨΊʹɺ༧ใϞσϧͷղ૾Λ͞ ΒʹߴΊΔඞཁ͕͋Γ· ɻ͢

͜ͷͨΊؾிͰɺػۭߤͷ҆શӡߤؾࡂͷࢭʹཱͯΔ͜ͱΛతͱ͠ ͯɺਫฏղ �

Ωϩϝʔτϧͷ༧ใϞσϧʮہϞσϧʯͷ։ൃʹऔΓΜͰ͍· ɻ͢�ΩϩϝʔτϧϝογϡͰɺ

ຊͷ͖Ί͍͔ࡉܗΛද͢ݱΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺͦΕʹͱͳ͏෩ؾԹɺ߱ਫͷ༧ଌਫ਼ظ্͕͞
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Cバンド固体素子二重偏波ドップラー気象レーダーの観測例

（左） 二重偏波機能を用いたエコーの判別結果
（右） エコーの判別結果に基づいて、反射強度から推定した降水強度

（左）局地モデル（水平分解能 2キロメートル）で表現される地形
（右）メソモデル（水平分解能 5キロメートル）で表現される地形

モデルで表現される地形の例

1
0
-1

80
50
30
20
5
1

1�1



第一部
第一部

ɹฏ ��  �݄��ɺ෩ୈ ��߸͕ൃୡ͠ͳ͕Βभͷೆւ্Λ౦ʹਐΉࡍʹɺஆ࣪ͳۭྲྀ͕ؾ

ΕࠐΜͩۙـɾ౦ւํͰେӍͱͳͬͨ༧ଌྫΛਤʹࣔ͠· ɻ͢ฌݝݿೆ෦Λத৺ͱ͠ ํͷـۙͨ

෦ͱѪݝɾذෞݝΛத৺ͱ͠ ͨ౦ւํͷൣ͍ғʹɺෳͷઢঢ়ͷ͍߱ڧਫҬ͕؍ଌ͞Ε·͠ ͨɻ

ਫฏղ �ΩϩϝʔτϧͷϝιϞσϧΑΓɺਫฏղ �ΩϩϝʔτϧͷہϞσϧͷํ͕ɺΑΓ࣮

ਫΛ༧ଌ͍ͯ߱ۙ͠ʹࡍ ͍Δ͜ͱ͕Θ͔Γ· ɻ͢

ɹޙࠓͱɺ༧ଌͷਫ਼Λվળ͢ ɺ͘৽͍͠༧ใٕज़ͷڀݚ։ൃΛଓ͚͍͖ͯ· ɻ͢

（３）次期静止衛星のための技術開発

ɹؾிɺߦݱͷ੩ؾࢭӴʮͻ·ΘΓ�߸ʯͷػܧޙͱ͠ ͯɺ੩ࢭ؍ڥٿଌӴʮͻ·ΘΓ

�߸ʯΛฏ �� ʹɺʮͻ·ΘΓ� ߸ʯΛฏ �� ʹͦΕͧΕଧ্ͪ͛ɺʮͻ·ΘΓ�߸ʯΛฏ ��

͔Βӡ༻Λ։࢝͢Δ༧ఆͰ ɻ͢ʮͻ·ΘΓ�߸ɺ� ߸ʯʹ͢ࡌΔػߴͷΧϝϥɺେؾද໘͔Β

์ग़͞ΕΔ༷ʑͳͷޫΛଊ Δ͑͜ͱ͕Ͱ͖ɺ؍ଌͰಘΒΕΔը૾ͷछྨ͕େ෯ʹ૿͑· ɻ͢·ͨɺશ

��Λٿ ͝ͱɺຊपลը૾Λ��� ͝ͱͷߴසͰ؍ଌΛ͜͏ߦ ͱ͕Ͱ͖ɺը૾ͷղ૾ࡏݱͱൺ

ͯɺՄࢹ�Ωϩϝʔτϧ͔Β���Ωϩϝʔτϧɺ֎�Ωϩϝʔτϧ͔Β�Ωϩϝʔτϧͱ্͠· ɻ͢

͜ͷػߴͷΧϝϥ͕ଊ͑ͨը૾͔Βɺ͜Ε·ͰΑΓଟ͔ͭ͘ৄࡉͳ؍ଌใ͕ಘΒΕɺͦͷར༻

·ज़։ൃΛਐΊ͍ٕ͚ͯͨʹ ɻ͢

ɹߴස͔ͭߴղ૾Ͱը૾Λऔಘ͢Δ͜ͱʹΑΓɺ෩ؾѹɾલઢͷؾݱΛΑΓৄࡉʹ

Ѳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖· ɻ͢ಛʹɺܹٸʹൃୡͯ͠ త߽Ӎཕɺಥ෩ΛͨΒ͢ہ ੵཚӢΛൃୡஈ֊Ͱଊ

Δ͑͜ͱ͕ՄͱͳΔ͜ͱ͕ظ͞ΕɺͦΕΛૣݕظ͢ΔࢼΈΛͯͬߦ ͍· ɻ͢

ɹ·ͨɺ༷ʑͳͷޫΛ؍ଌ͢Δ͜ͱͰಘΒΕͨը૾Λར༻͢Δ͜ͱʹΑΓɺӢΛΑΓৄࡉʹྨ͢Δ

͜ͱ͕ՄͱͳΓɺ෩ͷղੳਫ਼ͷظ্͕Ͱ͖Δ΄͔ɺ͜Ε·ͰΑΓਖ਼֬ʹਪఆͨ͠େؾதͷ

ਫৠྔؾΛ༧ใʹར༻͢Δ͜ͱͰ༧ใਫ਼ͷظ্͕͞Ε· ɻ͢

ɹ·ͨɺԫ࠭ՐࢁփͳͲͷΤʔϩκϧͷߴΛΑΓਖ਼֬ʹࢉग़Ͱ͖Δ͜ͱ͕ࠐݟ·Εɺͦͷٕ

ज़։ൃʹऔΓΜͰ͍· ɻ͢͜ΕΒٕज़։ൃʹɺٿͷɺւɺӢͳͲ͔ΒӴʹಧ͘Մޫࢹઢ

平成 23年 9月 20日 09時の降水予測（前 3時間降水量）

（左）　解析雨量、（中）　局地モデル（水平分解能 2キロメートル）による予測
（右）　メソモデル（水平分解能 5キロメートル）による予測
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第1部　気象業務の現状と今後

֎ઢͷྔΛγϛϡϨʔγϣϯ͢ࢉܭΔ์ࣹୡ

Ϟσϧ͕͔ܽͤ·ͤΜɻؾிɺ࠷৽ͷ์ࣹ

ୡϞσϧͷར༻ʹ͍ͭͯ։ൃΛਐΊ͍ͯ·

ɻ͢ਤɺ౦ژେֶ͕։ൃͨ͠์ࣹୡϞσ

ϧΛར༻ͯ͠ γϛϡϨʔγϣϯࢉܭΛࢼΈ࡞͠

ʮͨͻ·ΘΓ�߸ɺ� ߸ʯͷٖ؍ࣅଌը૾Ͱ ɻ͢

ʮͻ·ΘΓ�߸ɺ� ߸ʯɺޫͷݪ�৭ʢɾɾ

੨ʣΛͦΕͧΕ؍ଌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺͦΕΒ؍

ଌը૾Λ߹͢Δ͜ͱͰΧϥʔͷ؍ଌը૾͕

ಘΒΕ· ɻ͢ਤͷٖ؍ࣅଌը૾ͰɺӢߴ

ີʹԠͯ͡ന͔Βփ৭ʹࣸΓɺද໘

ΞδΞେೆ౦Ԋ؛෦ͷྛ͕ʹେ෦

ͷ࠭യ͕৭ʹද͞ݱΕ͍ͯ· ɻ͢

ɹ͜ͷΑ͏ʹؾிɺେֶɾ͔ؔػڀݚΒॿ

�Λಘͭͭɺʮͻ·ΘΓ�߸ɺྗڠɾݴ ߸ʯͷը

૾Λؾͷ࣮ࢹگɺ༧ใͷར༻ɺؾ ɾީ

Ͱར༻͢ΔͨΊͷٕज़։ൃΛਐࢹͷڥ

Ί͍ͯ· ɻ͢

（４）大雨予測技術の確立に向けて

ɹؾࡂใͷ࡞߱ਫؒ࣌༧ใʹར༻͞Ε͍ͯΔϝιϞσϧͰେӍͷൃੜॴؒ࣌ɺ߱ਫ

ྔΛత֬ʹ༧ଌͰ͖ͳ͍߹͕গͳ͋͘ Γ·ͤΜɻ

ɹฏ ��  �݄৽ׁɾౡ߽ӍͷྫࣄΛ࣍ϖʔδʹࣔ͠· ɻ͢؍ଌ͞Εͨ߱ਫྔʢ্ࠨʣͱൺֱ͢

Δͱɺલ࣌��ͷఱؾ༧ใൃද࣌ʹར༻Ͱ͖ΔϝιϞσϧͷ༧ଌ݁ՌʢࠨԼʣͰ؍ଌʹ͍ۙ߱ਫྔ

Λ༧ଌͯ͠ ͍·͕͢ɺຖ࣌ ��ϛϦҎ্ͷ߱ਫͷൣғ͕࣮گΑΓڱ ༧͘ଌ͞ΕΔͳͲɺલͷ࣌Ͱత֬

ͳؾࡂใΛൃද͢ΔʹेͰ͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ

ɹ͜ͷͨΊɺ༧ใͷ݁Ռ͚ͩͰͳ͘؍ଌσʔλ༻͍ͯɺΑΓత֬ͳେӍʹؔ͢Δؾใͷൃදɺ

ਝͳେӍҙใɾܯใͷൃදʹཱͭେӍ༧ଌٕज़ͷཱ֬ʹ͚ͨௐࠪڀݚΛͯͬߦ ͍· ɻ͢ྫ ͑ɺ

େӍͷൃੜ࣌ʹେྔͷਫৠ͞څڙ͕ؾΕΔ͜ͱ͔ΒɺԼͷਫৠྲྀؾೖྔʹணͯ͠ ྔతͳ༧ଌΛ͢

ΔͳͲɺେӍʹؔ͢ΔؾใΛΑΓత֬ʹൃද͢ΔͨΊͷऔΓΈΛ։ͯ࢝͠ ͍· ɻ͢

最新の放射伝達モデルによるシミュレーション計
算で作成した「ひまわり 8号、9号」の擬似観測画像

「ひまわり 8号、9号」は、光の 3原色の波長帯を個別に観測する機能
を持ち、それぞれの画像を合成することでカラー画像が得られます。
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（１）地震災害軽減のための技術開発

ɹنͷେ͖ͳͷ߹ʹݯେ͖ͳ͕ΓΛ

ͬͯ ͍· ɻ͢ਤ౦ํଠฏ༸ԭͷஅ

ʹ͓͚Δ͢Γ ʢྔͲΕ͚ͩͣΕ͔ͨʣͷΛਪఆ͠

ͨͷͰ ɻ͢͜ͷΑ͏ʹؾڀݚॴͰɺൃੜͨ͠

͕ͲͷΑ͏ͳͰ͔͋ͬͨΛղੳ͢Δڀݚɺͷ

༧ଌඃঢ়گͷ͔ͳѲʹ݁ͼ͚ͭΔͨΊɺେ

͖ͳͷنݯҬͷ͕ΓΛΑΓૣظʹਪఆ͢

ΔͨΊͷٕज़։ൃΛͯͬߦ ͍· ɻ͢

ɹ·ͨɺͷൃੜΛ͍ͪૣ͘ݕ͠ɺ͍ڧ༳Ε͕౸

ୡ͢Δલʹ͓Βͤ͢ΔٸۓใΛɺΑΓૣ ɺ͘Α

Γਖ਼֬ʹ͢ΔͨΊͷٕज़։ൃΛͯͬߦ ͍· ɻ͢౦ํ

ଠฏ༸ԭޙͷ༨׆ಈͰɺ࣮ࡍΑΓେ͖ͳ

Λ༧ଌ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͠ ͕ͨɺ͜ͷ༷ͳաେͳใ

Λগͳ͘͢ ΔΑ͏ڀݚ։ൃΛͯͬߦ ͍· ɻ͢

平成 23 年 7月新潟・福島豪雨時における下層水蒸気の流入
（平成 23 年 7月29日10 時の前 1時間降水量とその直前の水蒸気流入量）

（左上） 観測された雨量分布（解析雨量）とアメダスによる風
（左下）メソモデルによる予測
（右）メソモデルが予測した地上から約 500 メートル上空で
の水蒸気流入量と同高度の風
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赤い色ほど大きな破壊を表している。
★は本震の破壊開始点を示す。

東北地方太平洋沖地震の断層の
推定すべり分布
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第1部　気象業務の現状と今後

（２）津波警報・注意報の発表・解除に関する技術開発

ɹܯใɾҙใͷൃදղআͷਫ਼Λ্ͤ͞ΔͨΊʹɺͷൃੜݯΛΑΓਫ਼Α͘ ਪఆ͢Δ

ͱͱʹɺ͕ؒ࣌ͱͱʹ͕Γɺ͕ͯݮਰ͢Δ༷ࢠΛৄࡉʹѲ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ ɻ͢·ͨɺ

౦ํଠฏ༸ԭʹΑΔͷ؍ଌͰɺ(14	࿘ܭɺ Β͞ʹԭ߹ͷւఈܭͷσʔλɺ

Ԋ؛Ͱͷͷ౸དྷΛ༧ଌ͢Δ্ͰۃΊͯॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕֬ೝ͞Ε·͠ ͨɻ

ɹ͜ΕΒΛ౿·͑ؾڀݚॴͰɺ͕ൃੜ͢ΔϝΧχζϜͷௐࠪͷɾݮਰʹؔ͢Δڀݚ

ʹՃ͑ɺԭ߹ͷ؍ଌܗσʔλʹ͍ͨͮجࢉܭʹΑΓɺԊ؛ʹ͓ Δ͚ͷߴΛ༧ଌ͢Δγ

εςϜͷ։ൃॏతʹͯͬߦ ͍· ɻ͢

（３）火山灰の監視・予測のための技術開発

ɹฏ �� �݄��͔Βຊ֨తʹ࢝·ͬ ͨໄౡࢁ৽೩ַͷՐͰɺՐࢁփΛؚΉԎ͕�ສϝʔτ

ϧ͍ۙ͞ߴʹ·Ͱ্͖͛ΒΕɺՐޱͷೆ౦ଆʹ͋ͨΔ͓ݝ࡚ٶΑͼଠฏ༸ʹ�ؒҎ্ʹΘͨͬͯ Ր

͠·փΛ߱Βͤࢁ ͨɻ͜ͷΑ͏ͳՐࢁՐʹΑΔՐࢁփɺػۭߤͷӡࢧʹߤোΛ༩ Δ͑ଞɺ݈ ɺۀ߁

ަ௨ͳͲͪͨࢲͷੜ׆ʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͕͋Γ· ɻ͢ՐࢁփʹΑΔࡂΛܰ͢ݮΔͨΊʹɺؾڀݚ

ॴͰɺՐࢁփӢͷ͞ߴ͕ΓΛਖ਼֬ʹଊ Δٕ͑ज़ɺՐࢁփͷ֦ࢄΛਫ਼Α͘ ༧ଌ͢Δٕज़ͷ։ൃ

Λͯͬߦ ͍· ɻ͢

ɹ৽೩ַͷՐͰɺ্͖͛ΒΕͨԎͷ༷ؾ͕ࢠӴͻ·ΘΓͰ؍ଌ͞Εͨଞɺछࢠౡٴͼ

ԬͷؾϨʔμʔࣛࣇౡۭߓͷؾϨʔμʔͰଊ Β͑Ε·͠ ͨɻͦΕΒͷσʔλΛͱʹৄࡉͳղੳ

Λͨͬߦͱ͜ΖɺԎͷ͕ΓԎͷ͕࣌͞ߴʑࠁʑͱมԽͯ͠ ͠·Ε͕ࣔ͞ࢠ༷͍͘ ͨɻ͜ͷΑ͏ͳ

ؒ࣌ʹΘͨͬͯ ϨʔμʔͰ؍ଌ͞ΕͨԎͷղੳ͕ߦΘΕͨྫੈքతʹ΄ͱΜͲͳ ɺ͘Ϩʔμʔʹ

ΑΔԎͷݕྗΛධՁ͢Δ্Ͱɺͱͯوॏͳ؍ଌͱͳΓ·͠ ͨɻ

沖合の海底津波計やGPS波浪計で捉えた津波観測データを用いることで、沿岸で
の津波の波高分布の予測精度が向上する。

沖合での津波観測データを活用して沿岸での津波を予測する概念図

Ἀྜࡿࡅ࠾ὠἼࡢほ ࢱ࣮ࢹ

㸦ࡕ࠸᪩ࡃὠἼࢳࢵࣕ࢟ࢆ㸟㸧

ἢᓊく᮶ࡿࡍὠἼ

㸦᮶ࡘ࠸ࡣࡢࡿ㸽㧗ࡣࡉ㸽㸧

海底津波計

GPS波浪計

ὠἼࡢఏ

予測
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ɹ·ͨɺ༧ใΛԠ༻ͨ͠Րࢁփ֦ࢄϞσϧͷվྑਐΊΒΕ͍ͯ· ɻ͢৽೩ַՐͷࡍɺ͔

Βͷق͍ڧઅ෩ʹΑͬ ͯ෩ɾ෩͕ؒ࣌͞ߴͰมԽͯ͠ ͍ͨͨΊɺՐࢁփͷ֦ࢄ༧ଌΛ͢Δ্Ͱ

͍͠ؾ݅Ͱͨ͠ɻ͔͠͠ɺ͜ͷΑ͏ͳ݅ԼͰɺڀݚࡏݱ։ൃதͷ࠷৽ͷՐࢁփ֦ࢄϞσϧͱɺ

Λ༻͍Δ͜ͱͰɺ֤ͷ߱փྔΛ͞ߴʑͷԎͷ࣌ଌʹΑΔͦͷ؍Ϩʔμʔؾ ·͏͘ਪఆͰ͖Δ͜ͱ͕

͔Γ·͠ ͨɻ

ɹޙࠓҾ͖ଓ͖ɺؾӴϨʔμʔΛ׆༻ͨ͠Ԏํࢹ๏Րࢁփ֦ࢄϞσϧͷվྑΛਐΊΔ͜

ͱͰɺ߱փͷൣғͷΈΛ༧ใͯ͠ ͍Δࡏݱͷ߱փ༧ใʹɺ߱փྔʹ͍ͭͯͷ༧ใΛՃ Δ͑͜ͱΛͯ͠ࢦ

͍· ɻ͢

気象レーダーによって捉えられた新燃岳の噴煙（2011 年 1月 26 日 17 時 10 分）

（左）レーダー反射強度の水平断面図（高度 3キロメートル）
（右）A-B 間の鉛直断面図
暖色系ほど反射強度が大きいことを示す。
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ɹ༧ใϞσϧͷ༧ଌਫ਼Λ্ͤ͞ΔͨΊʹɺ࠷ઌͷݟڀݚՌΛ׆༻͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ

ɻ͢͜ͷͨΊؾிɺࠃͷେֶؔػڀݚͱΑΓॾ֎ࠃͷؾؔػͳͲͱใަҙަݟ

ΛॏͶٕͯज़։ൃʹΊ͍ͯ· ɻ͢

ɹதͰશٿϞσϧɺఱؾ༧ใقઅ༧ใ͚ͩͰͳ ɺ͘ީؾ༧ଌٿԹஆԽڀݚͳͲ෯͘ ༻͍Β

Ε͍ͯΔ͜ͱ͔ΒɺϞσϧͷ։ൃੑධՁΛఱؾ༧ใͱީؾ༧ଌͷ྆ํͷཱ͔ΒऔΓΉʮγʔϜϨ

εԽʯ͕ੈքͷྲྀΕͱͳͬͯ ͍· ɻ͢·ͨɺϞσϧ։ൃεʔύʔίϯϐϡʔλࢉܭՊֶͷਐలͱදཪ

ҰମͰ͋ΓɺຊͷΈͳΒͣੈքͷεʔύʔίϯϐϡʔλͷ։ൃʹɺඞͣͱͯͬݴ Α͍΄ͲؾϞσϧ

ͷ։ൃϓϩδΣΫτ͕ ͯؔ͠ ͍· ɻ͢༧ใͷਫ਼্ͷͨΊʹɺӴ؍ଌΛؚΉ؍ଌγεςϜ
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第一部
第一部

コラム

　気象庁は、開発途上国における防災気象業務を改善することを目的として世界気象機関(WMO)が
推進する「荒天予報実証プロジェクト（SWFDP）」に参画しています。SWFDPでは、アンサンブル
予報など先進国が持つ高度な技術を活用し、開発途上国の気象機関に、台風・大雨等の現象を予測す
るための数値予報プロダクトを提供します。また、気象機関のみならず、防災機関やメディア等のユ
ーザーも情報を防災対応に適切に活用できるように、気象機関とユーザーの連携強化にも取り組んで
います。
　具体的には、気象庁を含む先進的な数値予報センターが数値予報プロダクトを提供し、地域（南太
平洋諸島、東南アジア、ベンガル湾など）の中枢を担うセンターが、地域的な特性を加味して荒天予
報に関する解説資料を作成し、域内各国の気象機関に提供します。各国気象機関はこれらの情報を利
用して高精度で早期の警報・注意報発表に取り組み、これらの情報を防災活動に活用します。
　SWFDPでは、開発途上国側の負担を軽減するため、基本的にウェブブラウザで閲覧できる画像の
形で情報を提供する、情報をホームページに集約するなどの配慮がされています。また、プロダクト
の利用方法やユーザーとの関係強化に関する研修を毎年実施し、開発途上国に寄り添った支援を行い
ます。
　気象庁は、南太平洋諸島や東南アジア、ベンガル湾でのSWFDPに参加し、全球モデルや週間アン
サンブル予報による台風の予測情報、静止気象衛星などのプロダクトを提供するほか、これらの情報
作成に必要な技術開発に取り組んでいます。特に、東南アジアSWFDP（対象国はカンボジア、タイ、
ベトナム、ラオス）の実施計画策定に際しては、気象庁は多くの技術協力を行っています。

■開発途上国の防災気象業務改善のための技術協力

南太平洋諸島SWFDPのプロジェクトホームページ（上）
及び気象庁のSWFDP向けプロダクト提供ホームページ（下）

2011 年 7月に香港天文台で行われた東南アジアSWFDPでの
研修の様子。
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