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We reported in the SGEPSS-2008 meeting that the observation results of the intensity scintillation using geostationary satel-
lite(ISN) and the HF Doppler traces (HFD) can be identified as the wavefront structure moving in northward for the intense
daytime Es on June 9, 2008, even though the time differences of approximately 15 minutes existed [1]. In this paper, we describe
the new results concerning the identification and the horizontal structures between the GPS-ISN occurrence positions based on
the GEONET 1-sec dataset and the wavefront position deduced by the HFD analysis [2].

At first we cut out the 1-hour portion around the Kanto area from the ENRI dataset of the GEONET 1-sec observations since
the duration time of the ISN of the geostationary satellite were as short as 20 sec., then we have searched similar flucturation
waveforms. At that time 5 to 9 GPS were observed at all stations. At present we have found out the similar waveforms only for
the 9 stations around the north Kanto and the south Tohoku with PRN15. The time sequence of the 9 events shows the northward
movement, which is consistent with our previous result[1]. After positioning these events at altitude of E-layer, we have shown
good matching with the estimated positions of the Es wavefront deduced by the HFD analysis. Therefore, we conclude that the
position and the movement of the Es wavefront are successfully identified by using the ISN and the HFD methods, and that the
wavefront movement is newly identified as starting over Yamanashi, passing over Nagano, and terminating over Niigata.

Detailed analysis of horizontal structures using other GPS satellites will be presented at the meeting.
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　 2008年秋季学会では、2009年 6月 9日 12時 JST頃の強い Es発生時に、菅平静止衛星測位信号の衛星シンチレー
ション (ISN)と関東地方周辺に配置した電通大HFドップラ観測によるドップラ変動 (HFD)が、互いに約 15分の時間差
はあるが、同じ Es擾乱波面の移動を見ていることを速度および移動方向から推定した [1]。本論文では、新たに開発し
た HFDによる擾乱波面位置推定法 [2] を用いると共に、GEONETによる GPS-ISN観測結果を重ねることにより、広域
の Es擾乱波面構造とその移動について解析した結果を報告する。
　まず、静止衛星 ISN観測の擾乱波形継続時間が約 20秒であることから、電子航法研の GEONET1秒値データセッ

トから同時間帯の関東周辺のデータを切り出した。このデータから相似な変動波形の抽出を行った。同時間帯では 5～9
の GPS衛星が受信されていた。現段階では PRN15の北関東から東北の 9観測点のみ ISNが確認できている。また、こ
れらの ISNは北方向に移動していることが分かった。これらの観測点での E層高度の透過点を求め、その時刻における
HFDの擾乱波面と重ねてみると良い一致を示したことから、Es擾乱波面を ISNと HFDの二つの手法による同定が確認
できた。さらに、ISNを起こす強い Es擾乱波面は、山梨上空から始まり、長野を通って新潟上空で終わっていることも
確認できた。
　講演時には、可視範囲の他の GPS衛星データを解析し、水平面構造についても報告する予定である。
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