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索引

アルファベット

Aqua 102, 106 

Banding Eye （バンド状眼） 54, 72, 74, 75,81, 125 

BF(Banding Feature）数 56,64

Cb 111, 116 

Cbクラスター 2, 16, 53, 72, 100, 118 

Cbクラスターパターン 53, 74, 75 

Cbノミンド 2,22, 120, 122 

CCC(Central Cold Cover) 22, 30, 51, 53, 72 

CCCパターン 22 

CDO (Central Dense Overcast) 2, 16, 37, 72, 118 

CDOパターン 2,53, 74,81 

CF(Central Feature）数 56 

Cg 111 

Ci 111, 116 

CI (Current Intensity）数 16, 51,60 

Ciストリーク 13, 113 

Cm 111 

Cu 111 

CSC (Cloud System Center) 1, 9, 16, 37, 118 

Distinct CDO 53, 72, 74,81 

Distinct Large Eye 53, 72, 74,81 

Distinct Small Eye 53, 72, 74, 81 

DMSP(Defense Meteorological Satellite 

Program）衛星 106 

DT(Data T）数

Dvorak 

Dvorak法

EC型

50,53 

1,50 

1, 16, 50 

7 

EIR画像（EnhancedInfraRed imagery 

：赤外強調画像） 18, 30, 63, 118 

EIR法 16,50 

Embedded Center 53 

EMBEDパターン 53,55,59 

EXL(Extratropical Low) 53, 72 

Eye（眼）パターン 53 

Eye wall （眼の壁雲） 23 

GMS-5 111 

GOES-9 111 

Hybrid cyclone 42 

Indistinct CDO 53, 72, 74,81, 122 

ITCZ(Intertropical Convergence Zone 

：熱帯収束帯） 1, 71, 90, 95 
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LCV(Low level Cloud Vortex) 

LST (Local Standard Time ：地方標準時）

53, 72 

17,88 

MCC(Mesoscale Convective Complex 

：メソスケーノレ対流複合体） 100, 101 

MET (Mode 1 Expect T）数 50,59

MTSAT IR 111, 117 

NOAA(National Oceanic and Atmospheric 

Administration) 

Organized Cb Cluster 

PT (Pattern T）数

PT函

PT図のハッチ部分

QuikSCAT 

Ragged Eye 

43, 104 

53, 72, 74, 75 

50, 60 

60 

60 

102 

53, 72, 74, 81 

RSMC(Regional Specialized Meteorological 

Center) 30, 71 

SAREP（気象衛星資料実況通報式） 85 

Sc 111, 114 

Scイ七 34, 37, 118 

Shear 50,53 

SH型 7

SPCZ(South Pacific Convergence Zone 

－南太平洋収束帯） 71, 90 

Subtropical cyclone （亜熱帯低気圧） 42 

SSM/I (Special Sensor Microwave/Imager) 106 

St 111 

STS(Severe Tropical Storm) 

T数（Tropicalnumber) 

TC番号

16 

1, 16, 50, 60 

31 

TBB(Equivalent Blackbody Temperature 

：等価黒体温度） 17, 30,63,88 

TD(Tropical Depression：熱帯低気圧）16, 102 

TR剛（TropicalRainfall Measuring Mission 

：熱帯降雨観測）衛星 102, 107 

TS (Tropical Storm) 16 

TUTT(Tropical Upper Tropospheric Trough 

：熱帯対流圏上層トラフ） 3, 8, 16 

T (Typhoon) 16 

UCL (Upper Cold Low) 3, 8, 16, 22, 96 

UC型 7

Unknown 

Unorganized Cb-Cluster 

VIS i去

73, 74,86 

53, 72, 74, 75 

16,50 



ア行 最小埋没距離 59 

アーククラウド 100 最盛期 17,23,53, 72, 118 

亜熱帯 16,42,88,95 最低海面気圧 50 

亜熱帯低気圧 42 サージ 10, 16, 103 

暗域 17,37,39,45,92, 114, 118 ジェット気流 95, 114 

1分間平均最大風速 41, 51, 63 持続予報 27 

雲形 111 湿潤域 17 

雪τ＝：子二モ宝二J 111 シヤーパターン 2,23,55, 74,81 

雲頂高度 17, 37, 88, 113, 118 上層雲 37, 111, 116, 118, 124, 125 

雲量分布図 92,93 上層寒冷渦 7 

衛星風 45 上層寒冷渦近傍型 7 

鉛直シヤー 23,27,55, 74,82 上層暖気核 32 

大きな眼 57,68, 74,81 上層トラフ通過型 13 

温帯低気圧 32,39,42, 72, 74 上層の発散 17 

温低化（温帯低気圧化） 23, 32, 37, 118 上層偏東風波動 7 

温度風 42 衰弱期 17, 23, 53, 72, 118 

数値予報 27 

力行 スコールライン 100 

ガストアロント 100 スノ《イラノレ 53 

下層雲 111 スパイラル構造 59 

下層雲渦 33, 53, 72,81, 104 スーパーセル 100 

下層雲渦パターン 53, 74,82 盛衰判断 17,118 

下層シヤー型 7 102 積雲 111 

かなとこ巻雲 17, 96, 113, 116 赤外強調（EIR）画像、 18,30,50,63 

寒気核 8,43,48,96 積乱雲 100, 111, 116 

寒気核型低気圧’性循環 8, 16 切離低気圧 42,46 

乾燥域 40, 114 前線系 33,37 

気象衛星資料実況通報式（SAREP) 85 前線性 42 

季節内変動 41 前線性雲ノ《ンド 37, 108 

季節変化 90,92,99 層雲 111 

輝度温度（TBB) 22, 30, 112 層状雲 114 

強風域半径 108 早期判別法 10,22 

極軌道衛星 43,49, 102 層積雲 111 

霧 111 相当温｛立 97 

雲システムサイズ 85,86 測定噌調 54 

雲パターン 1, 53, 72 

クラウドクラスター 1, 7, 16, 101 タ行

コナ ・ストーム 42 ダ手イアグラム 54 

コリオリ力 94 台風雲パラメータ抽出処理 108 

混成低気圧 42 対称a性 28, 118 

コンマ型 56,64 台風 1, 16 

台風の強度推定 50 

サ行 台風の中ιイ立置推定 72 

最狭幅 56 台風番号 31,48 

最狭バン ド幅 56 タイムラグ 17,60 
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太陽高度（角） 23 マ行

対流雲 88, 111, 114 マイクロ波散乱計 102 

対流雲セノレ l, 16, 22 マイクロ波探査計 43 

対流雲の影 23 マイクロ波放射計 102, 106 

対流雲列 33, 75, 118 南太平洋収束帯（SPCZ) 71,90 

暖気核 8,32,37,42 眼階調 57 

短周期の変動 50 眼の壁雲（Eyewall) 18,23,58,66 

地方標準時（LST) 17,88 メソスケール対流複合体（MCC) 100, 101 

中心位置推定 72 メソ対流系 100 

中心位置推定精度 85 メソ3スケールの下層渦 83 

中層雲 37, 111 眼調整 56 

低気圧性の曲率 22,23 眼の直径 57 

テーパリングクラウド 100 眼パターン 56, 74,81 

等価黒体温度 （TBB) 17,30 モンスーン 90,92,99, 103 

トランスパースライン 113 モンスーン トラフ 3, 7, 16 

モンスーントラフ型 3, 5 

ナ行

二重眼 66 ヤ行

日変化 17,88 雄大積雲 111 

熱帯 1, 16,88 予報作業指針 7,32, 102 

熱帯収束帯（ITCZ) 1, 16, 71, 90, 95 

熱帯低気圧 1, 16, 31, 32, 42, 71 フーf’T ー

熱帯低気圧番号（TC番号） 31 ライフサイク／レ 17 

ライフステージ 17, 72 

J、T’T－ 

発生期 22,53, 72, 118 ワ行

発生判定 10 湾曲したバンド 50, 74 

発達期 17, 22, 53, 72, 118 

ハリケーン 16,28,31 

パンド軸 54 

バン ド状眼（BandingEye) 54,58,66,81 

バンドの平均幅 58 

バンドの階調 56 

バンドパターン 2,53, 74,81 

非対称性 17,42 

標準的な発達率 50 

藤原効果 98 

フレアアップ 95 

ベス トトラ ック 18, 30,85 

偏西風帯 23,32,46,96, 108 

偏東風波動型 3,5 

暴風域半径 108 

ボーガス 29,30 

北西太平洋 l, 16, 41 
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