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索 引

ア行

アナ型寒冷前線 64 

暗域 43, 112 

H音イヒ 43, 112 

石狩湾小低気圧 123 

インサイドバウンダリー 47,50 

インス タン 卜オクルージョン 76,91 

ウオームコンペヤベルト 59, 78 

雲型 14 

雲形 14 

雲頂温度 4 

雲頂高度 4 

雲列 38 

コ二Jレニーニョ 107 

沿岸前線 144 

エンハンスト積雲 32,85 

縁辺流 68, 116, 118 

オープンセル 32,83, 138 

岡林モデル 77 

帯状対流雲 41, 120, 130 

温暖核隔離 99, 103 

温暖型閉塞 69, 72, 101 

カ行

海氷 147 

火山灰 8, 150 

火山噴火 150 

下層渦 112, 119 

カタ型寒冷前線 66 

かなとこ巻雲 7,29,36 

カルマン渦 40 

寒気 ドーム 110 

乾燥貫入 44,81 

寒冷型閉塞 69, 71 

寒冷低気圧 56, 110 

軌道制御 3 

きめ 4, 15 

逆転層 31,40 

キャリブレーション 31, 152 

吸収 2,4,8 

極軌道衛星 1 

雲バン ド 38 

クラウ ドク ラスター 34, 51, 114 

クラウ ドリーフ 49,78 

くらげ型 142 

クローズ ドセル 32, 138 

傾：j王リーフノてウンダリー 47,49 

ケルピンヘルムホルツ波 27 

圏界面 29,44 

コ~；レ ドコ ンペヤベlレト 59, 70 

後屈温暖前線 99, 102 

黄砂 8, 149 

航跡雲 42 

後方傾斜上昇流型 64 

黒体放射 5 

木の葉状雲域 49 

コンペヤベルト 59 

コンマ現 76, 83, 107 

サ行

サージ 47,53,58 

再放射 4 

サングリント 153 

シア 32,36,41, 142 

ジ、エツト気流平行型バウンダリ ー 48 

ジェッ トコア 48,53 

ジェッ ト軸 27,4$,71 

潮目 155 

射出率 2,6 

上層渦 46, 110 

上層トラフ 46, 110, 114 

食運用 9 

スコラー数 31 

筋状雲 32, 128 

スプリッ トフロント 66 

正渦度移流極大 84 

静止衛星 l 

晴天乱気流 53 

積雪 148 

堰き止め雲 146 

前線断裂 99, 101 

層状性 4 

測距 3 

タ行

大気の窓 2,8 
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太陽妨害防止運用 16 南太平洋収束帯 91 

対流性 4 明域 43 

縦横比 32 

地形性巻雲 28 ヤ行

対発生 107 山火事 151 

月によるレベルダウン 152 やませ 140 

月の画像 13 雄大積雲 14,24 

テーノてリングクラウ ド 36 

透過率 6 フ行

ドボラック法 82 ラインコンベクション 64 

ドライサージバウンダリ － 47,53 乱気流 27,53 

ドライスロット 44, 71, 81 ランドマーク 3 

トランスノTースライン 27 離岸距離 124 

ナピゲーション 3 レインノTンド 64,66 

ロ｝プクラウド 38,68 

ナ行

なまこ型 142 

日食 156 アルファベット

日本海寒気回収束帯 41 Anvil Ci 29 

熱帯収束帯 18,54 Aspect ratio 32 

熱帯対流圏上層トラフ 57 Bent back warm仕ont 99 

BHモデル 91 

I＼イ’7ー Black Fog 135 

バウンダリ ー 47 Bulge 30 

波状雲 31, 134 CAT 53 

パルジ 30, 79 Cb 14 

反射率 4 Cb cluster 34 

ピヤークネスモデル 76,99 CCB 59 

氷晶 7 CDO 35 

フェーン 146 Cg 14 

フック 30,80 Ci 14 

ブロッキング 47,50 Ci streak 26 

分解能 3 Closed cell 32 

ベースサージバウンダリー 47,54,58 Cloud b姐 d 38 

ヘッドバウンダリ ー 47,50 Cloud cluster 34 

変形場 48 Cloud line 38 

ポーラロ－ 83 Cloud st巴et 32 

放射量 2 Cm 14 

北陸不連続線 119 Cu 14 

北海道西岸小低気圧 123 Darkening 43 

ホットスポット 151 Dry intrusion 44 

Dry slot 44 

マ行 Enhanced Cu 32 

水雲 5,6 Frontal frac阿re 99 
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