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千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 
• 共同利用・共同研究拠点の一つ
• 1963年「天然色工学研究施設」
• 1995年：全国共同利用施設
「環境リモートセンシング研究
センター (CEReS)」
        CEReS のミッション
üリモセンに関する先端研究
üリモセンデータを用いた
地球表層研究の発展

üリモセンの社会貢献
• 専任教員10名（含特任35名）
  学生92名，150名規模

金丸 佳矢
Satellite Precipitation Radar, Global 
Precipitation estimates

衛星降水レーダー、全球降水推定
Visiting Research 
Fellow

客員研究員 国立研究開発法人　情報通信研究機構
National Institute of Information and 
Communications Technology (NICT)

KANEMARU Kaya

木村 篤史

Remote Sensing (Agricultural 
Monitoring), Geospatial Information

リモートセンシング
（農業モニタリング）、地理空間情報Visiting Associate

Professor

客員准教授 株式会社パスコ
PASCO CORPORATIONKIMURA Atsushi

濱田 篤
Meteorology, Remote Sensing of 
Clouds and Precipitation

気象学、雲・降水リモートセンシング
Visiting Associate
Professor

客員准教授 富山大学 学術研究部都市デザイン学系 准教授
Faculty of Sustainable Design, University of Toyama 
Associate Professor

HAMADA Atsushi

98 CEReS - CENTER for ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING

Members of CEReS
専任以外の教員・研究員

客員教員・研究員 Visiting Scholars

オエットリ パスカル 
ジョン アンドレ

特任研究員 Research Fellows

BELIKOV Dmitry
ベリコフ ドミトリー 

Research Fellow
特任研究員

Atmospheric Science, GHG cycle
大気科学、炭素循環

OETTLI Pascal 
Jean Andre

Research Fellow
特任研究員

Application of Machine Learning to Climatology, Statistical Forecasting 
気候学への機械学習の応用、統計的予測 

ヘンリ ダニエル 

ティワリ ゴーラブ

HENRI Daniel

TIWARI Gaurav

Research Fellow

Research Fellow

特任研究員

特任研究員

Geographical Information System, Terrestrial Carbon Cycle

Numerical Weather rediction, Data Assimilation, Extreme Weather Events

地理情報システム、陸域炭素循環 

数値天気予報、データ同化、異常気象現象

邵 帥
SHAO Shuai Research Fellow

特任研究員
Terrestrial Carbon Cycle Model, Remote Sensing, Smart Farming
陸域炭素循環モデル、リモートセンシング、スマート農業

OHASHI Masanao 
大橋 正尚

Research Fellow
特任研究員

Acoustic and vibration engineering, Signal processing, Sensing 
音響振動工学、信号処理、センシング

SHARMA Ram
シャーマ ラム

Research Fellow
特任研究員

Remote Sensing, Machine Learning, Geostationary Satellite, Biogeochemical Cycle
リモートセンシング、機械学習、静止衛星 、生物地球化学循環

KANEKO Ryo

TAKESHIMA Akira

金子 凌
Research Fellow

Research Fellow

特任研究員
Precipitation Prediction and Observation using Deep Learning Model

Hydrology, Flood Protection, Remapping

深層学習による降水予測・観測

露木 義
TSUYUKI Tadashi Research Fellow

特任研究員
Data Assimilation, Numerical Weather Prediction
データ同化、数値天気予報

KUROSAWA Kenta
黒澤 賢太

Research Fellow
特任研究員

Data Assimilation, Numerical Simulation, Optimal Control
データ同化、数値シミュレーション、最適制御

竹島 滉 特任研究員 水文学、河川防災、リマッピング

（※）令和 6 年 4 月現在　As for April 2024

MUTO Yuka
武藤 裕花

Assistant Professor
特任助教

Hydrology, River Engineering
水文学、河川工学

ZOU Shan
鄒 珊

Assistant Professor
特任助教

Hydrological Modeling, Long-term Prediction
水文モデル、長期予測

SHIOJIRI Daiya
塩尻 大也

Assistant Professor
特任助教

Hydrology, Water Resources Engineering, Data Assimilation
水文学、水資源工学、データ同化

WANG Ruci
王 汝慈

Assistant Professor
特任助教

Terrestrial Modeling, Scenario Simulation, Remote Sensing, Urban Planning
陸域モデル、シナリオ予測、リモートセンシング、都市化研究

TAKENAKA Hideaki
竹中 栄晶

Assistant Professor
特任助教

Radiation Budget, Remote Sensing
放射収支、リモートセンシング

特任教員 Academic Staffs

Urban Infrastructure Engineering
都市システム安全工学

Satellite Remote Sensing, Urban Climate, 
Terrestrial Eco system

衛星リモートセンシング、
都市気候、陸域生態系

Data Assimilation, Weather Prediction, 
Hydrological Modeling, Machine 
Learning, Climate Change

データ同化、天気予報、水文モデル、
機械学習、気候変動 

Laser Remote Sensing 
(Forest Monitoring)

レーザーリモートセンシング
（森林モニタリング）

Climate Prediction and Reconstruction, 
Data Assimilation, Stable Water Isotopes

気候予測、気候復元、データ同化、
水同位体

Geophysics, Natural Hazard
地球物理学、自然災害科学

Optical Measurement of 
Scattering Processes,
Photoelectric Measurements

散乱光学計測、光電計測

兼務教員 Adjunct Faculty Members

LIU Wen
劉 ウェン

Associate Professor
准教授

Graduate School of Science and Engineering
融合理工学府

YAMAMOTO Yuhei
山本 雄平

Tenure Track 
Assistant Professor

テニュアトラック
助教

Tenure Track 
Associate Professor

テニュアトラック
准教授

Institute for Advanced Academic Research
国際高等研究基幹

KOTSUKI Shunji
小槻 峻司

Professor
教授

Institute for Advanced Academic Research
国際高等研究基幹

KATO Akira
加藤 顕

Associate Professor
准教授

Graduate School of Horticulture
園芸学研究科

OKAZAKI Atsushi
岡﨑 淳史

Institute for Advanced Academic Research
国際高等研究基幹

HATTORI Katsumi
服部 克巳

Professor
教授

Graduate School of Science and Engineering
融合理工学府

SHIINA Tatsuo
椎名 達雄

Associate Professor
准教授

Graduate School of Science and Engineering
融合理工学府

https://ceres.chiba-u.jp/

https://ceres.chiba-u.jp/


衛星データアーカイブシステムの変遷 (1995-2009)

2006: テープアーカイバ 停止
2007～：VL 事業開始
•GEO archive and distributed
•Related data archive & utilized 

1996-2005 (30-50TB)
2005-2006 (12-20TB)

2007-2008
 (50-100TB) 2008：テープアーカイバ撤去

 テープアーカイバ室 改修
 42U ラック 設置
2009- 2014 (200- 500TB)

2005 : PC Linux ベースアーカイブ運用開始，
          テープアーカイバからデータ移行



東大
大気海洋研

名大 宇宙
地球研

東北大
大気海洋変動
観測研究セ

千葉⼤
CEReS

MIROC, NICAM, 気候研究

水循環, CReSS, レーダ
CO2, 放射，衛星（海洋）

衛星, 植生研究，
Skynet ..

4大学連携 VL (http://www.cr.chiba-u.jp/lab/4vl/)

2007 - 現在（特別経費〜⼀般経費） 4

http://www.cr.chiba-u.jp/lab/4vl/


ü （最低でも）近年10年の6静止気象衛星データアーカイブ
ü グリッド化と校正アルゴリズムの開発
ü 個々の衛星・全球合成データの公開サーバ群立ち上げ
ü VIS (0.63 μm), IR1 (10.8 μm), IR2 (12.0 μm), WV (6.75 μm) 
の全球データを配信

2005年8⽉1⽇00Zにおける全球IR1画像
（NCEP/CPC 4 km Global IR Dataset, NASA GSFC DAAC提供）

× × ×× ××
METEOSAT

×
GOES-EGOES-WMTSAT-1RMETEOSAT7

FY2-C



ひまわり８・９号のAHI観測バンド（バンド数16）

バンド
中心波長

(μm)※

解像度
衛星直下点

(km)
想定される用途

1

可視

0.47
1

植生、エアロゾル、B

2 0.51 植生、エアロゾル、G

3 0.64 0.5 下層雲・霧、R

4

近赤外

0.86 1 植生、エアロゾル

5 1.6
2

雲相判別

6 2.3 雲粒有効半径

7

赤外

3.9

2

下層雲・霧、自然火災

8 6.2 上・中層水蒸気量

9 6.9 中層水蒸気量

10 7.3 中層水蒸気量

11 8.6 雲相判別、SO2

12 9.6 オゾン全量

13 10.4 雲画像、雲頂情報

14 11.2 雲画像、海面水温

15 12.4 雲画像、海面水温

16 13.3 雲頂高度

水蒸気バンドの
分割

近赤外域の拡充

VIS

IR1

IR2

IR3(WV)

IR4

MTSAT
（バンド数5）

熱赤外バンドの
追加

ひまわり８・９号の可視赤外放射計（AHI）

※ ひまわり8号に搭載されるAHIの中⼼波⻑（ひまわり9号に搭載されるAHIの中⼼波⻑もほぼ同⼀になる⾒込み）
6

気象庁資料



ひまわり８・９号の観測領域と頻度

合成

任意の領域の観測が可能

7

日本域観測

（北東日本）

2.5分ごと

日本域観測

（南西日本）

2.5分ごと

機動観測

2.5分ごと

ランドマーク観測

①

0.5分ごと

フルディスク観測

10分ごと

ランドマーク観測

②

0.5分ごと

当⾯提供予定な
し（ランドマー
ク観測①のみで
位置ずれ補正が
可能となれば積
乱雲等の観測に
使⽤する予定）

提供予定な
し

気象庁資料



準リアルタイム 精密幾何補正処理 gridded process
http://www.cr.chiba-u.jp/databases/GEO/H8_9/FD/

Himawari スタンダード (HS)

ftp://hmwr829gr.cr.chiba-u.ac.jp/ *現在 V01 (V20151105) と V02 (V20190123)の
 両⽅を処理，公開中

緯度経度直交座標系 griddeda data

⾼速 準RT
幾何補正

Takenaka et al., 
2020, RS

11

http://www.cr.chiba-u.jp/databases/GEO/H8_9/FD/


サーバ室3F à1F （新規工事 [2014/11-2015/02])
サーバ群移設 (2015/02-03)+ Global IP 10Gbps 化 (2015/04)



Current GEO archive in CEReS
*1: 3hourly data only ftp://hmwr127.cr.chiba-u.ac.jp/ 

Asia 1
(HIMAWA

RI)

GMS1*1

198103-
198406

GMS2*1

198112-
198409

GMS3*1

198409-
198912

GMS4
198912-
199506

GMS5
199506-
200305

GOES9
200305-
200507

MTSAT1R
200506-
201007

MTSAT2
201006-
201507

H-08
201507-
202212

H-09
202212-

NOW

Asia 2 
(FY2 

Series)

ftp://fy.cr.chiba-u.ac.jp/ FY2-C
200605-
200809

FY2-D
200809-
201512

FY2-E
201512-
201901

FY2-G
201902-
202403

Asia 3
(Meteosat

-IODC)

ftp://meteosat.cr.chiba-u.ac.jp/ , but IP 
restricted server access due to EUMETSAT 
data policy.

MFG5
199804-200702

MFG7
200607-
201703

MSG1
201702-
202201

MSG2
202201-

NOW

EU-Africa
(0Deg)

MFG4
198912-
199402

MFG5
199402-
199707

MFG6
199610-
200212

MFG7
199806-
200607

MSG1
200401-
200612

MSG2
200609-

NOW

MSG3
201212-
201802

MSG4
201802-

NOW

MTG1
Not Yet

America 
(GOES-
EAST)

ftp://goes.cr.chiba-u.ac.jp/ GOES08
199409-200303

GOES12
200304-201004

GOES13
201004-
201801

GOES-R
201712-

NOW
Pacific 
(GOES-
WEST)

ftp://goes.cr.chiba-
u.ac.jp/

GOES07
-199509

GOES09
199507-
199807

GOES10
199807-200606

GOES11
200606-
201112

GOES15
201112-
201811

GOES-S
201812-
202301

GOES-T
202210-

NOW

13

Himawari 8/9 HS: ftp://hmwr829hs.cr.chiba-u.ac.jp/ (only restricted IP), gridded data: ftp://hmwr829gr.cr.chiba-u.jp/ (anyone can access)
GOES-R (3rd Gen. GOES-East: netCDF (FD, GLM only) ftp://goes3g-est.cr.chiba-u.ac.jp) (anyone can access)
GOES-S –T (3rd Gen. GOES-West: netCDF (FD, GLM only) ftp://goes3g-west.cr.chiba-u.ac.jp) (anyone can access)

(as of 5 Mar, 2024)



資料・データの概要 千葉⼤学環境リモートセンシング研究センター（環境リモートセンシング研究拠点）

CEReS 衛星データアーカイブ
資料・
データの
概要

NOAA/AVHRR、GMS・MTSAT・ひまわり8・9号、中国・⽶国・欧州静⽌気象衛星（FY、GOES、METEOSAT）、その他
地球環境衛星、⽇本の過去全ての静⽌気象衛星データを有し、研究者が利⽤できる形で公開している。ひまわり8/9号のデータを
含む全球の静⽌気象衛星データや各種地球観測衛星データを公開し、共同研究・共同利⽤に活⽤を進めている。

利⽤・提供状況等
提供(公開)開始年⽉ ︓ 平成9年3⽉
保有数（蓄積量）︓ 令和４年度 3,778 TB (3.7 PB)

 令和５年度 3,941 TB (3.9 PB)

主な
⽤途

研究教育機関，⼀般企業を含むインターネット利⽤者による研究開発活動，環境モニタリングに資する⼈⼯衛星によるリモート
センシングデータ，地球環境データを提供している。令和五年度は約1億3千万ファイルの提供実績がある。

データ提供数
  (2014年度)︓1,455万ファイル ßひまわり8号運⽤前
(2015年度)︓5,421万ファイル ßひまわり8号運⽤

 令和1年度 (2019年度)︓1億7千万ファイル
 令和2年度 (2020年度)︓2億 ファイル ß コロナ禍開始
 令和3年度 (2021年度)︓1億9千万ファイル
 令和4年度 (2022年度)︓2億 ファイル
 令和5年度 (2023年度)︓1億3千万ファイル

イメージ図



衛星検証・大気研究のための地上観測網

https://skynet.irie-lab.jp/ https://a-sky.irie-lab.jp/

データ転送量，速度は大きくないが
「回線が安定していること」が
データ転送で大事！

https://skynet.irie-lab.jp/
https://a-sky.irie-lab.jp/


静止軌道衛星データを用いた陸域研究の推進

https://ceres.chiba-u.jp/geoland/ ひまわり8号の高頻度観測が
陸域モニタリングに有効
Miura et al. 2019, Sci Rep

GOES-R 高頻度観測がアマゾン
モニタリングに有効  
(Hashimoto et al., 2021, 
Nature Comm)

 令和５年 5 月 1 6 日 
国立大学法人千葉大学 

 
 
 
 
 

千葉大学国際高等研究基幹/環境リモートセンシング研究センター 山本 雄平 特任助教、市井 和仁 教授ら
の国際共同研究グループは、気象衛星ひまわり 8 号から観測された地表面温度の日変化情報を活用すること
で（図１）、従来手法よりも詳細に植生の乾燥状態を検出できることを明らかにしました。 
本手法により、異常気象によって植物が受ける高温/乾燥ストレスの検出や、農業や林業でのより詳細なリ

スク管理、森林火災の早期発見が可能となります。また、ひまわり８号と同等の観測スペックをもつ他国の
気象衛星にも展開することで、急速な環境変動をグローバルで把握できるようになり、気候変動対策や環境
保全への貢献も期待されます。本成果は 2023 年 4 月 10 日に国際学術誌 Remote Sensing of Environment に
オンライン掲載されました。 

 
図 1．気象衛星ひまわり８号による植物の乾燥化検出の概略図。 

■ 研究背景 
地球温暖化の進行に伴い、熱波や干ばつなどの異常気象の激甚化・頻発化が懸念されています。日本でも

2018 年や 2022 年夏の記録的な猛暑は記憶に新しいところですが、これと同程度の猛暑が今後頻繁化してい
くことが予測されています。異常気象による植生環境への被害は、農作物の品質・収量低下や CO2 吸収量の
低下など、社会的にも気候的にも非常に深刻な問題です。 
植生環境のモニタリングには、一般的に極軌道衛星で観測された分光植生指標が利用されてきました。分

光植生指標は、端的に言えば肉眼で捉えられる色付きの度合いや植物の量を把握できます。ただし、植物が
変色や枯死に至る前段階の、高温や乾燥などの環境ストレスを受けた状態を検出することは困難です。また、
極軌道衛星は南極と北極を通過するように地球を周回します。そのため、同一地域の分光植生指標を観測で
きる実質の頻度は数日に一回であり、急速な環境変化を捉えられないという課題もあります。 

気象衛星で植物の熱中症を診断 
～ 温度日変化の波形が水分不足のサインを捉える ～ 

ニュースリリース 配信先：文部科学記者会、科学記者会、千葉県政記者クラブ、PR TIMES 

ひまわり推定地表面温度の日変化の
波形変化が水不足のサインを捉える
(Yamamoto et al., 2023, RSE)

https://ceres.chiba-u.jp/geoland/


SINET VPN 活用例：ひまわりリアルタイムWeb 
(https://himawari.asia) 負荷分散システムに参画

https://www.nict.go.jp/info/topics/2021/07/16-1.html

https://himawari.asia/
https://www.nict.go.jp/info/topics/2021/07/16-1.html


SINET への感謝，衛星データを
用いた地球環境研究の今後の展望

•安定して高速，かつ低レイテンシーなSINET回線：安定した
インターネット回線無しに研究推進はあり得ない．電力・空
調安定と同程度（それ以上）に重要
•世界の潮流：DAACs からクラウドへ（GEE, AWS, etc)
  クラウドに無い衛星データは無いものとされる？
  à データが膨大になり，サーバークライアント式の限界
  à「地産地消」：ネットワーク的に近い計算機との連携
•Digital TWIN: シミュレーションと観測のより高度な融合


