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研究成果の概要（和文）：本研究は、台風発生期において、マイクロ波放射計等のデータから、現実的な環境場
やメソ対流系の初期値を作るデータ同化システムを構築した。このため、本研究は、雲解像モデル（CRM）にマ
イクロ波放射計等のデータを入力するアンサンブルに基づく同化手法を開発した。主な開発項目は、１）降水情
報のサンプリング誤差等を抑える手法の開発、２）CRM用の降水域の位置ずれ補正法の開発、である。
このデータ同化システムを使って、2013年の台風6号の事例のマイクロ波放射計等のデータをCRMに同化した。そ
の結果から、この事例の場合、偏東風波動付近が湿っていて降水が起きやすい環境であることが、熱帯低気圧発
生に重要であった。

研究成果の概要（英文）：The present study constructed a data assimilation system which produced 
realistic initial fields of environmental variables and meso convective systems from satellite 
microwave imager (MWI) brightness temperatures (TBs). For this purpose, we developed ensemble-based 
assimilation methods to incorporate MWI TBs into cloud-resolving models (CRMs). The main development
 items were 1) a sampling error reduction method for precipitation-related variables; 2) a 
displacement error correction method for precipitation areas. 
Then, the present study employed this assimilation system to incorporate MWI TBs for the case of 
T1306. The results showed that the humid environment around the easterly wave disturbance was most 
important for the genesis of the tropical cyclone in this case.

研究分野： 衛星データ同化

キーワード： 台風　データ同化　雲解像モデル
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研究成果の学術的意義や社会的意義
台風発生過程に関しては、様々な仮説が提案されている。これらが現実的な台風の発生に対してどれくらい寄与
しているかを考える上では、現実大気に出来るだけ近い、環境場（気温・水蒸気等）と降水を与えたCRMのシミ
ュレーションが不可欠である。本研究の特徴は、衛星搭載マイクロ波放射計などのリモートセンシングデータを
精巧な雲物理過程スキームを持つCRMに同化することで、現実的な環境場と降水分布の初期値を得ることであ
る。発生期の台風の通常の観測は非常に少ないが、このリモートセンシングデータを使うと、すべての海域、季
節において、台風となっていく渦の組織化がどのように進行していくのかを調べることができる。



１． 研究開始当初の背景 

台風発生過程は、それに適した大規模な環境場の形成と、その中でメソスケールの対流が組織化して構

造を作る現象を含む。このため、台風発生過程の解明には、対流スケールから大規模までの幅広い空間ス

ケールの雲解像モデル(CRM)のシミュレーション結果の解析が不可欠である。しかし、熱帯海上での環境場

（気温、水蒸気など）や、台風に先行するメソ対流系の降水の情報が不足していることが主なネックとな

り、CRM による現実大気の良いシミュレーションは依然として困難な課題である。 

この状況を改善し、海上の降水や、水蒸気、気温などの情報を与えるものとして、近年、衛星搭載のマイ

クロ波放射計(MWR)（例えば、日米共同プロジェクトとして、2014 年２月に打ち上げられた全球降水観測衛

星(GPM)のマイクロ波放射計(GMI)、JAXA の GCOMW 衛星搭載のマイクロ波放射計 AMSR2、NOAA 衛星のマイク

ロ波サウンダ(AMSU)等）が注目されている。これは、マイクロ波領域の電磁波は、粒径の小さい雲に対し

ては感度が小さく、雨や固体降水等の大粒径の水粒子に対して大きな感度を示すことから、降水や雲域の

水蒸気や気温の情報を含むことによるものである。 

現実的な台風発生過程を再現するためには、これらのリモートセンシングデータを精巧な雲物理過程ス

キームを持つ CRM に同化することが必要となるが、これらの情報を取り込むことが可能なアンサンブルに

基づく変分同化法(EnVA)と呼ばれる手法が近年提案されている(Lorenc 2003, Zupanski 2005, Aonashi 

and Eito 2011)。この手法の特徴は、（１）初期摂動を与えたアンサンブル予報を使って物理量のグラディ

エントを表す、（２）観測値と解析値から前方計算した値の差を最小にする解を、非線形最小値化スキーム

を使って求める、ことである。 

２． 研究の目的 

本研究の目的は、台風発生期において、上記マイクロ波放射計等のデータを CRM アンサンブルに基づく

同化システムに入力して、現実的な環境場やメソ対流系の初期値を作ることである。さらに、この初期値

からの CRM アンサンブルによるシミュレーション結果を用いて台風発生過程の物理的理解を進める。具体

的には、より現実に近い大気場において、台風となっていく渦の組織化がどのように進行していくのかを

明らかにする。 

３． 研究の方法 

本研究は、CRM アンサンブルに基づく同化システムにマイクロ波放射計等のデータを入力する手法を開

発する。主な開発項目は、１）CRM アンサンブルに基づく同化システムに上記データを同化する際のサンプ

リング誤差等を抑える手法を開発する、２）CRM 用に降水の非正規分布モデルと降水域の位置ずれ補正法を

開発する、である。 

次に、このデータ同化システムを使って、実際の事例のマイクロ波放射計等のデータを CRM に同化する。

そこから得られたアンサンブルの初期値から CRM のアンサンブルによるシミュレーションを行なう。その

結果を使って、環境場等の違いが、台風発生に及ぼす影響を確かめる。 

４． 研究成果 

１） サンプリング誤差等を抑える手法の開発 

アンサンブルに基づく変分同化法 (EnVAIR) スキームを雲解像モデル（CRM）に適用すると、降水物理量

のサンプリング誤差が深刻である。本研究は、JMA の現業 CRM のサンプリング誤差や予報誤差の空間、変数



間、波数空間での特性を調べ、この予報誤差の特性に基づき、サンプリング誤差抑制法を開発した。 

サンプリング誤差や予報誤差の空間、変数間、波数空間での特性を調べるため、本研究は、100 member 

の Ensemble 予報を用いて、気象擾乱の事例について、CRM 予報誤差を解析した。予報誤差相関を計算する

と、降水物理量にサンプリング誤差による顕著なノイズが見られた。Ensemble 予報摂動の特性を調べると、

CRM は、波数空間での局所化の仮定を満たすこと、一定のスケールの空間的局所化や変数局所化は適用でき

ないことが分かった。 

この予報誤差の特性に基づき、本研究は、波数空間での局所化に基づき、ある格子点の予報誤差相関を

推定するのに周囲の格子点のアンサンブルメンバーを使う、Neighboring Ensemble(NE)法を開発した。NE

法を EnVAR に導入するため、本研究は、NEを大規模成分と偏差成分に分離した。１点観測データを同化し

た結果、この手法（Dual-scale NE 法）は、簡単な空間的局所化や変数局所化に比べ、降水物理量のサンプ

リング誤差を抑制し、鉛直方向に深い、尤もらしい解析インクレメントを与えるのに成功している。 

２） 降水の非正規分布モデルと降水域の位置ずれ補正法の開発 

本研究は、降水域を含む all-sky マイクロ波イメージャ(MWI)  TB を雲解像モデル（CRM)へ同化するた

め、Aonashi et al(2016)の 2 スケール NE 法を使うアンサンブルに基づく変分同化法スキーム（EnVAR）

に、すべての地点で適用できる、降水の非正規分布モデルと、位置ずれ補正法を導入した。 

EnVAR の降水の予報誤差 PDF を決めるため、本研究は、Lien et al(2013)と同様の手法で、多くの事例

の降水予報誤差の各種 PDF model への適合性を調べた。その結果、混合対数正規分布モデルが最適である

ことを見つけた。EnVAR にこの混合対数正規分布モデルを適用するために、（降水なし、降水あり）の２

つの PDF レジームを導入した。また、本研究は、従来の大規模スケールの位置ずれ補正に加えて、偏差成

分について、観測（非降水域、弱雨域、強雨域）に対応した PDF の代用レジームを設定することで、全地

点について降水の位置ずれ補正をおこなった。本研究の EnVAR は、代用レジームを含む予報誤差のハイブ

リッドを使って解析値を求めた。 

我々は、台風 1518 の事例で all-sky MWI TB を同化する実験を行ない、非正規の PDF、代用レジームによ

る位置ずれ誤差の補正のインパクトを調べた。2015/9/7-9/8 の MWI の all-sky TB の同化実験は、関東から

その南海上に発生した降水帯を東よりに進め、強化することで、CRM の降水予報を 1日以上に亘って顕著に

改善した。9/8/17UTC の同化実験との比較の結果、この予報改善には、降水域の TBの同化による相対湿度

(RH)と、風速、地上気圧の改変が貢献していることが分かった。 

３） 実際の事例のマイクロ波放射計等のデータの CRM への同化 

本研究は、PALAU2013期間中のT1306号事例について、EnVARでの MWI TBの同化のインパクトについて調査した。ま

た、EnVARで実行したアンサンブル予報を用いて、環境場などの変動が台風発生過程に及ぼす影響をチェックした。 

対象事例について述べると、T1306(RUMBIA)は、27日00UTCに(9.1N,132.5E)で熱帯低気圧として発生し、28日12UTC

に(10.3N,128E)で、台風となった。その後、フィリピンから南シナ海を西北西進し、7/2 12UTCに大陸で温低となった。 

本研究で用いたJMANHMの水平解像度は5 km、水平格子は、1101x551、鉛直は50層である。6/24/00UTC GANALから比

較となる、コントロールラン(CNTL)の初期値を内挿し、これに6/23/12UTC週間摂動を加えた50メンバーのアンサンブル

予報を実行した。このアンサンブル予報に４次元に拡張したEnVARで、6/24/21UTCのTMI、SSMIS F17と22UTCのSSMI 

F18のTBを同化し、アンサンブル平均の解析値（DA）を求めた。 



我々はまず、EnVARでの MWI TBの同化のインパクトを調べた。図１左は、6/24/00UTCのCNTLからのNHMの27日00UTC

の予報である。CNTL では、偏東風波動に伴う熱帯低気圧はできていない。但し、6/24/00UTC のアンサンブル予報のうち

29メンバーでは、熱帯低気圧が発生する。図１右は、DA からのNHMの27日00UTCの予報である。DAでは、偏東風波動

に伴う熱帯低気圧が発生している。EnVARで作られた、解析インクレメントを調べると、フィリピン東海上の広い範囲で

加湿していることが分かった（図2右参照）。 

図１：JMANHMの2013/6/27/00UTC に対する降水強度(mm/h, shade)と地上気圧(hPa, contour)の予報  

(左)6/24/00UTCのCNTL (右) 6/24/12UTCのDA 

図２：2013/6/27/21UTCの高度５kmでの相対湿度インクレメント(%, shade)と水平風速(m/s,vector) 

(左) DAの第１推定値からの解析インクレメント 

(右) 6/24/00UTCのアンサンブル予報のうち、熱帯低気圧が発生するメンバーと発生しないメンバーの差

次に、環境場変動の台風発生への影響調査を行った。我々は、6/24/00UTC のアンサンブル予報のうち、熱

帯低気圧が発生する 29メンバーの平均と発生しない 21メンバーの平均の差を求めた。その結果、東経

140 度付近から東で相対湿度に顕著な違いがあり、熱帯低気圧が発生する場合のほうが高いことがわかっ

た（図 2右参照）。このことから、この事例の場合、偏東風波動付近が湿っていて、降水が起きやすい環

境であることが、熱帯低気圧発生に重要であったと考える。 
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