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令和2年7月豪雨 (2020年7月4日未明に発生した球磨川氾濫事例)

[mm h-1]

データはhttp://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/jmadata/より
2020年7月28日ダウンロード

気象庁災害をもたらした気象事例
(https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/index.html）より引用

7月4日 0500JST
前3時間降水量(解析雨量)                 土砂災害危険度分布

3時間で250mm以上の降水

http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/jmadata/
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/index.html


本研究の内容と目的

• 九州全土をカバーするPAWR観測網を仮定した、観測システムシミュ
レーション実験(OSSE)を実施。

• 広範囲かつ高密度なPAWR観測データ同化が、球磨川氾濫事例の予報
に対してどのようなインパクトを与えるかを調べる。



PAWRの設置場所

・九州内の気象台、特別地域気象観測所;全17地点にPAWRを設置することを仮定。
・レーダー射程圏内(シェードの領域内)のモデル格子点に観測データが存在。

(ただし鉛直方向は高度20 km未満の格子点)

Maejima et al. (2022) Fig. 2a



Nature runのワークフロー
Maejima et al. (2022) Fig. 2c
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Nature runからAmemiya et al. (2020)、Sun and Crook (1997)の観測演算子に基づいて、
レーダー反射強度[dBZ]と動径風[ｍ s-1]のデータを作成。



Nature runの妥当性評価(0400 JST)
Radar-AMeDAS SCALE(Nature run)

熊本県南部に掛かる、80 mm h-1以上の強い降水強度をよく再現している。



データ同化実験の流れ(OSSE-1)
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初期時刻: 7月1日 0900JST



データ同化実験の流れ(OSSE-2)
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初期時刻: 7月3日 1500JST
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モデル領域 Maejima et al. (2022) Fig. 2bｓ



LETKFの設定

同化した観測要素 観測誤差(標準偏差)

レーダー反射強度 10 % 
(20 dBZ以下は一律2 dBZ)

動径風 3 m s-1

局所化半径(σ) 3 km (水平)
1 km (鉛直)

・インフレーションとして、RTPS (=0.90)を適用

・ ゼロ雨同化として、Aksoy(2009)を適用
(5dBZ以下は一律5dBZとして同化する)

Maejima et al. (2017, 2019, 2020)



NO-DA(OSSE-1) Nature runTEST (OSSE-1)
高度1.5 kmの雨水混合比の解析値 Valid time 0400 JST 

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

[g kg-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Nature run
予報地上雨量(FT=0h-1h)  Valid time 0400 JST~0500 JST

NO-DA(OSSE-1)

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

TEST (OSSE-1) [mm h-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Nature run
予報地上雨量(FT=1h-2h)  Valid time 0500 JST~0600 JST

NO-DA(OSSE-1)

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

TEST (OSSE-1) [mm h-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Nature run
予報地上雨量 (FT=2h-3h)  Valid time 0600 JST~0700 JST

NO-DA(OSSE-1)

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

TEST (OSSE-1) [mm h-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Nature run
予報地上雨量(FT=3h-4h)  Valid time 0700 JST~0800 JST

NO-DA(OSSE-1)

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

TEST (OSSE-1) [mm h-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Nature run
予報地上雨量(FT=4h-5h)  Valid time 0800 JST~0900 JST

NO-DA(OSSE-1)

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

TEST (OSSE-1) [mm h-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Nature run
予報地上雨量 (FT=5h-6h)  Valid time 0900 JST~1000 JST

NO-DA(OSSE-1)

NO-DA(OSSE-2) TEST (OSSE-2)

TEST (OSSE-1) [mm h-1]

初期時刻
7/1  0900 JST

初期時刻
7/3  1500 JST



Maejima et al. (2022) Fig. 6

1000 hPa面における相当温位と水平風
(a) NO-DA (OSSE-1) (e) Nature run(c) TEST (OSSE-1)

(b) NO-DA (OSSE-2) (d) TEST (OSSE-2)

[K]



従来型レーダーを想定したOSSE(5MIN)と
PAWRを想定したOSSE(30SEC)との比較 Maejima et al.(2022) Fig. 4



高度2 kmにおけるレーダー反射強度のRMSE (OSSE-1)

Maejima et al. (2022) Fig. 3



前1時間降水量のFractions skill score (FSS)

Threshold: 5 mm
Dislocation scale: 40 km

Maejima et al. (2022) Fig. 5



まとめ

• 30秒毎の広域・高密度のPAWRデータを同化することによって、
豪雨予報のリードタイムを約3時間伸ばすことができた。

• 現象発生に近い初期時刻を取ることで(OSSE-2)、より予報精度
が高まることが確認された。
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