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The goals of the modeling group in the terrestrial research project of the GRENE Arctic Climate Change Research Project 

(GRENE-TEA) are to a) feed the possible improvement of the physical and ecological processes for the Arctic terrestrial 

modeling (excl. glaciers and ice sheets) in the extant terrestrial schemes in the coupled global climate models (CGCMs) to the 

CGCM research project, and b) lay the foundations of the future-generation Arctic terrestrial model development. To achieve 

these goals we are to conduct a model intercomparison project among the participating models, in which we will utilise the 

GRENE-TEA site observations data (stage 1) and GCM outptus (stage 2) for driving and validateing the models. This project 

(GTMIP) is designated to 1) enhance communications and understanding of the “mind and hands” between the modeling 

resaerchers and obsrvationsists, 2) assess the uncertainty and variations stemed from the model implemantation/designation, 

and the variability due to climatic and historical conditions among the Arctic sites. 

 

 

GRENE-TEAのモデリンググループは，大気海洋結合全球気候モデル(CGCMs)の既存の陸域スキームを含む北極陸

域変動モデルにおける物理・生態過程の改良と，次世代の北極陸域モデル開発の基礎を据えることを目標として

いる．その一環として，北極陸域における観測値 (stage 1) やモデル出力値 (stage 2) を用いたモデルの相互比

較となる「北極陸域モデル相互比較プロジェクト(GRENE-TEA Model Intercomparison Project: GTMIP)」を行ってい

る．モデルの較正，検証，改良と開発をより効果的に行えるようにするためには，観測データやメタ情報あるい

はモデルが扱えるデータ形式などについての理解と情報が必要であるが，この活動を通して，現場観測研究者，

リモートセンシング観測研究者とモデル研究者間での科学的知見に関する情報交換を促進し，考え方から技術的

側面に至るまでの相互理解を深めることを目的としている．参加モデルは，物理的モデルから生態学的モデルに

まで至る異なる特性のモデルが参加しており，そのうち 70% が CGCMsや RCM(領域気候モデル)との結合が可能

なモデルである．対象とする空間スケールもサイトレベルから全球スケールまでと幅広くわたっている． 

 

Stage 1はモデル間およびサイト間の比較を目的としている．既存ならびに GRENE-TEAで展開する観測サイトの

観測値を主体として，陸域モデルへの入力データおよび検証データを作成する．観測値には欠測値や，（モデル

入力として必要であるが）観測されていない項目があるため，そのままではモデル入力データとして十分でない．

そのため，まず再解析データ (NCEP/NCAR, CRUなど）をベースとするモデル入力用の連続データを version 0.と

して作成する．各観測サイト(アラスカ・フェアバンクス；ロシア・ヤクーツク，ティクシ、チョクルダ；フィン

ランド・ケボ)での観測値をこの v. 0 データに埋め込むことにより，各サイト別の入力データ v.1が作成される．

この同一の入力データかたの計算結果を相互に結果を比較することにより，モデル間の（物理的・生態学的特性，

組み込まれたプロセスの複雑さなどによる）不確定性やばらつきと，地域的・気候的背景の違いに起因する応答

の変動を評価する．これらの情報は，次期世代のより包括的な北極陸域変動モデル開発のための定性的また定量

的な情報を提供する．Stage 2は，現在気候ならびに将来気候についての CGCMs出力を用いて，環北極域での温

暖化に対する陸域の応答を評価・解明することを目的としている．2013年度には，上記の観測サイトについて

Ver. 0のデータを作成終了し，一部サイトについて Ver. 1の作成および各参加モデルによる計算を行う． 

 



 

 

 

Table 1.  Summary of the participating models. 

Name and type 

of the 

participating 

models  

(as of Sept 1, 

2013) 

VISIT: Material cycle model 

MATSIRO: Land process model 

[STEM: terrestrial ecosystem model + Stratified SOC-LSM: 

carbon-land surface model] 

WRF: Regional Climate model 

[MATSIRO -LPJ: coupled landprocess-dynamic vegetation 

model] 

SNOWPACK: 1-D physical snow model 

2LM: Land process model 

CHANGE: Land process model 

HAL: Land process model 

SEIB-DGVM: dynamic ecosysytem model 

SMAP: snow model 

FROST: permafrost dynamics model 

 

 

  Figure 1. Habitat of the GTMIP participating models 

 

 


