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研究成果の概要（和文）：本研究では，同じ初期条件と境界条件で計算されたマルチスケール全球気候モデルMRI-AGCM
60km（60km空間・日単位時間分解能）とMRI-AGCM20km（20km空間・１時間単位時間分解能）の出力データの相互関係を
分析することで，MRI-ACM60kmを用いて計算された異なる初期条件と境界条件の12個のアンサンブル降水出力に対して
統計的ダウンスケーリング手法を適用し，アンサンブル効果を持っている複数の20km解像度の降水データを作成した．

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to develop a simple yet efficient statistical down
scaling (SDS) method to downscale 60-km AGCM output into 20-km resolution for the precipitation data. We h
as successfully developed a new technique of statistical downscaling considering the spatial correlation s
tructure of precipitation. Here, the downscaling target is 60-km resolution of daily precipitation for 20-
km resolution data, which is based on a downscaling window having (3x60-km)x(3x60-km) of area. The propose
d regression model provides very effective and efficient results with a certain level of estimation error.
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