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大瞬間風速25m ／s を超 え る強風や離着陸制限値以 上

の 横風 航空機へ の雷撃 ， 雪 に よ る 悪視程 ・低 シ
ーリ

ン グな どの 厳 し い 気象条件下 で の航空機運航 を強 い ら

れ て い る．特に冬季 の 積乱雲下 の 突風 は，即，重大事

故 に つ ながる可能性 が高 い ，きわ め て危険な現象で あ

る．小松飛行場で は，こ れ ら の 現象 を観測 するた め ，

20〔｝6年 4 月よりドッ プ ラ
ー

気象 レ ーダーの運用 を開始

し て い る．今回 は，こ の レ ーダーで 得 られ た，冬季 の

積乱雲に伴うダ ウ ン バ ース ト及び シ ヤーラ イン の 検出

状況，並 び に 冬季雷の 発生状況 とダ ウ ン バ
ー

ス ト等 の

検出状況に つ い て述べ た ．

　10．観測を始め た空港気象 ドッ プ ラ
ー

ライダ
ー （紹

　　　介）

　　 丹野咲 里 （気象庁観測部観測課航空気象観測室）

　　　　　 山本健太郎 （東京航空地 方気象台観測課）

　2C）06年 12月，気象 庁初 の 空 港気 象 ド ッ プ ラ
ー

ラ イ

ダーが 東京国際空港で試験運用 を開始 した ．こ の ド ッ

プ ラ
ー

ラ イ ダー
は 波長 2 μm の レ ーザ

ー
光 を照射 し，

大気中の エ ーロ ゾル 粒 子 か らの 散 乱 を用 い て，ラ イ

ダー
を中心 と して 半径約10km 内の 気流を観測す るシ

ス テ ム で あ る．東京国際空港 の 滑走路番号34L 付近 で

は，北〜東北東 の 風系 で 1D　kt （1　kt＝o．5144　m ／s）

を超 え る と ， 風上 に あ る格納庫の 影響 を 受 け，ウ ィ ン

ドシ ア
ーが 多 く観測 さ れ る こ とが知 られ て い る．降水

時に マ イ ク ロ バ ース トな ど の 低層 ウ ィ ン ドシ ア ーを検

出す る既設 の 空港気象 ド ッ プ ラーレ ーダーと，降水現

象を伴わ な い 場合 に 飛行場周辺 の 風分布を詳細 に 観測

で き る ドッ プ ラーラ イダーと を活用 し ， 全天候型 の 低

層ウ ィ ン ドシ ア ー情報の提供 を目指 して い る．

　発表 で は，空港気象 ドッ プラ
ー

ライダーの シ ス テ ム

概 要 を紹介 し，実際 の ラ イ ダーで 捉 えた ウ ィ ン ド シ

アーの解析事例を報告した ．

　11． 3 次元 走査 型 ドッ プ ラーラ イ ダーで 検出 し た

　　　様々 な晴天乱流の成因と構造

　　　　　　 藤吉康志 （北海道大学低温科学研究所）

　我 々 は，地上 か ら対流圏の 中層 （お よそ 5　krn） ま

で の ，通常で は と ら え る こ と の で き な い 波や 乱流構造

を 3 次元的 に観測 し，乱流 エ ア ロ ゾル
， 雲 の 発生 ま

で を シ
ーム レ ス に研究 す るた め に ，三 次元走査型 の

ド ッ プ ラ ーラ イダーを導入 し た．こ の ラ イ ダーは ， 大

気 中 に 浮遊す る微小粒子 （エ ア ロ ゾル ，雲粒 ，氷晶）

を トレ ーサー と して ，エ ア ロ ゾル の 濃度 は もち ろ ん，

上空の 風 と乱れ の 空 間分布の 時間変化観測 が 可能 で あ

る．観測 は2004年 5 月 か ら札幌で 連 日行 っ て い るが，

短期間な が ら，大気境界層中の組織化した 流れ （サ
ー

マ ル ，ス トリーク） と その 上端 で の 晴天積雲の 発生過

程，ビル の 風下 に 発生 す る ウ ェ
ーク流 海陸風 を含 む

局地 前線，ダ ウ ン バ ー
ス ト，ケ ル ビ ン ヘ ル ム ホ ル ツ不

安定波 や 重力波，そ し て 名前す ら つ け ら れ て い ない 現

象も既 に数多 く見出して い る．講演 で は，こ れ ま で観

る こ と の で き な か っ た 大気境界層 内の 興 味深 い 流 れ を

捉え た観測事例の
一

部を紹介した．

　12．航空交通管理 に おけ る気象情報の利用 の され方

　　　　　 原 田 隆幸 （航空局航 空交通管理 セ ン ター）

　気象情報 は現象 に 直接遭遇す る パ イ ロ ッ トや 空港 に

お け る地上勤務者が利用す る だ けで は な く，航空 の裏

方で も各所 で 利 用 され て い る．そ の
一

例 と して 航空交

通管理 セ ン ター
に お け る 気象情報 の 必要性 に つ い て述

べ た ．航空交通管理 セ ン タ
ーは 口本全体 に お け る ほ と

ん ど の 旅客機の 出 発 時機 や 飛行経路等 に つ い て 管理 し

て お り，円滑 な 航空交通 の 流れ を確保す べ く業務 を実

施 し て い る．航空交通流は ， 好 天 の 日に は運航 ス ケ

ジ ュ
ール の ぶ れや ア ク シ デ ン トが あれ ばそ の 影響 を受

け る程度で あ る が ， 空港や 航空路上 に 悪天 が 発生 し航

空機 の 運航 に 影響 が あ る よ う な場合 に お い て は 航空交

通 の 流れ が 大き く乱れ る こ とが あ り，時 に は安全 を も

阻害 す る．気象 が航空機個別に与え る 影響で は な く，

航空 交通流 に 影響を与え る と は どうい う こ とな の か ，

また，そ の 気象情報 に つ い て航空交通管理 セ ン タ ーは

ど の よ う な表現
・提供 タ イ ミ ン グを求 め て い る か 具体

例を示 し述 べ た．

　13．対流圏中 ・上層 に お い て 風 の 鉛直シ ア が運航に

　　　及 ぼす影響

　　　　　　水谷洋之，吉野勝美 （全 日本空輸 （株））

　対流圏中 ・上 層 に 現わ れ る 前線帯 で は，水平方向の

温度傾度の強 まりに 呼応 して 顕著な 風 の 鉛直 シ ア が生

成 される．

　 こ の風の鉛直 シ ア は ，ケ ル ビ ン ヘ ル ム ホ ル ツ 不 安定

を強化 して 乱 気流 （CAT ）を引 き起 こ す ば か りで な

く，航 空 機が 短時聞 に こ の 気層 （前線帯）を通過 す る

際 ， そ の 対気速度 に 急激な変化 （増減）をもた らす．

特 に ，強化 さ れ た ジ ェ ッ ト気流 が 関東南部 に 位置す る

状況下で，西 目本 よ り羽 田に 向か う降下中の 対気速度

の 急増 （head　wind 　shear ） はそ の 典型 で あ り，運用
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