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http://www.data.jma.go.jp/gmd/env/info/wdcgg/wdcgg_bulletin.html 

WMO/GAW温室効果ガス観測 



ＷＭＯ温室効果ガス年報第１２号（２０１６年１０月２４日） 

温室効果ガスの世界平均濃度と増加量 



WMO/GAW 枠組 

GAW Report 228. WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016-2023  



• 標準ガスセットによる維持 
• 相対測定を基本 
• 測定対象範囲のモル分率 
• 不確かさ、長期的安定性 
• 実大気の測定に適用可能 
• SIトレーサブル（NMIとの比較を含む） 
• 手法に依存 

温室効果ガス観測スケールとは 
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WMO mole fraction scale 

The current scales are (as of June 2016): 
 
WMO CO2 X2007            246-521μmol/mol (15) 
WMO CH4 X2004A          300-5900nmol/mol (22) 
WMO CO X2014A           30-500,988nmol/mol (14) 
WMO N2O X2006A          261-371nmol/mol (13) 
WMO SF6 X2014       2.4-20.3pmol/mol (17) 
WMO H2 X2009              140-1225nmol/mol (13) 
 
The “X” stands for mole fraction. 

WMOスケールは、ガス消費だけでなく測定対象の拡大（都市大気、

発生源など）や技術進歩（分析計性能向上）を反映し、適宜更新さ
れ続けている。最新スケールによる観測データ発表を勧告。 

GAW Report No.229 



WMO CO2 X2017 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/co2_calsystem.html 

April 2016 
the NDIR system  + 
a new CO2 calibration system  
    based on laser spectroscopic techniques 
  CRDS instrument for 16O12C16O  
  the off-axis ICOS or the QC-TILDAS  
             for the 16O13C16O and 18O12C16O 
 
  the total CO2     → individual isotopologue mole fractions 
 
November 2016 ～ 
a new CO2 calibration system (+the NDIR system) 
 
mid-2017 
NOAA will be releasing a revised CO2 in air scale (X2017) 
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http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/refgas.html 9 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/refgas.html


the reproducibility  
(±0.025 1 sigma) 

■ Blue points are cylinders with δ13C < -20‰.      JMA_7G Primary  

from April 2016 through Oct 2016  

比較結果 (NDIR minus Laser Spectroscopy)  

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/co2_calsystem.html 



Standard Reference Material (NIST,NOAA) 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/airstandard.html 

Anal. Chem., 2016, 88 (6), pp 3376–3385 
Development of a Northern Continental Air Standard Reference Material（SRM1720) 

GGMT2015_A19_Kitzis 11 



Figure 2. Comparison of NIST and NOAA CH4 values (Error bars represent 
expanded uncertainties; 95% confidence interval.) and differences with black 
dashed line representing an average difference of −2.7 nmol mol-1. 
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巡回比較実験 

JMA/WCC  
ラウンドロビン 

国内巡回比較：IceGGO 
Inter-Comparison Experiments for Greenhouse 

Gases Observation 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、ガスの巡回比較についてです。気象庁は2種類の巡回日核実験を実施しています。気象庁がアジア・南西太平洋域の世界較正センター（WCC)を運営していることから、担当地域のメタン較正精度・ガスの安定性、機関ごとのスケールの違いを把握することを目的に実施しているJMA/WCCラウンドロビンと、日本国内の研究機関に軽量標準総合センター（NMIJ）を加えた7機関で実施している国内巡回比較、通称iceGGOです。



※GAW の目標精度: ±2ppb 

WMOスケール WMOスケールでない 

メタン巡回比較実験結果履歴 

Asian-Pacific GAW Greenhouse Gases Newsletter - Volume No.7 - November, 2016 14 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これまでに実施した巡回比較の結果を示したのが下図です。



気象庁較正装置更新計画 
平成28年度 メタン較正装置更新（GC/FID→CRDS） 
次年度以降 二酸化炭素較正装置更新（NDIR→CRDS or ICOS） 

15 



まとめ 

• WMO mole fraction スケール 
 測定対象拡大、手法改善による更新    
 
• 巡回比較実験 
   観測スケール、測定手法の違いを把握 
 継続的な実施 

 
• 技術進歩 
 レーザー分光法の普及 
 標準ガスの要件（大気組成） 
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