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要　旨

　過去 300年 で 最 も強大 と され る 1828年 シ ーボ ル ト台 風 （子 年 の 大風） に つ い て ，古文書，シ
ーボ ル トに よ る観 測

記録等 を元 に，災 害 の 実 態，原 囚，台風 の 勢力，高潮 の状況を調べ た．そ の 結果，（1）佐賀藩の 被害 は，死 者数 が

8，200〜10，600人，負傷者数が 8
，
900〜11

，
60e人

，
全 壊 家 屋 が 35，000〜42、000軒 ，半 壊 家 屋 が 21，eOOff程度で あ る．

佐賀藩 の 人 口 を36〜37万人 とす る と死 亡 率は 2〜 3％ とな る．また 家屋数を 8 万軒 とす る と，建物 の 全壊率 は 約

50％，全 半 壊 率 は 75％ 程 度 と な る．（2）北 部 九 州 で の 被害 は ，死者数が ／3，0 0〜19，〔｝OO人，全半壊家屋 が 12  ，00 軒

以 上 で あ る．（3）台風 は 長崎県の 西彼杵半島 に 上 陸 し，佐賀市北部 を 通 っ て北 部 九 州 を 縦断 し ， 周 防灘 か ら 山口 県

へ 再 上 陸 し た もの と思 わ れ る ．中心 気 圧 は 935hPa程度，最大風 速 は 55m ／s 程度 と 考 え ら れ る．（4）顕著 な 高潮被

害 が 有明海 周 防 灘 福 岡 湾等 で 生 じて い る．上 の 推定を基 に した 高潮数値 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン に よれ ば，そ れ ぞれ

の 港 湾で 4．5m ，3．5m ，3m を超 え る 最大潮位偏差 とな り，古 文 書 に よ る被害地 域 と よ く
一

致 す る．（5）台風 に よ

る 高潮害 の 特徴 は，類似の コ ー
ス ，勢力 で 九 州北部 を通 過 した 台風9119号で 観測 さ れ た 高潮 と よ く

一
致 して お り，

台 風 経 路 の 推 定 が 妥 当 で あ る こ と及 び こ の コ
ー

ス が 北部 九州地域 に と っ て 極 め て 危険で ある こ とが わ か っ た ．

　 1，は じ め に

　高橋 （1962） は，1828年 9 月 17日〜18日 （旧暦文政

十
一一・・

年八 月九 日〜十 凵） に 来襲 し た い わ ゆ る シ ーボ ル

ト台風 （根本 （1961） に よ る命名，「子年の 大 風」 と

も呼ばれ る）を 「過 去 300年問 の最強 の 台風 一1 と呼 ん

で い る．以下 に 詳述す る よ うに
，

こ の 台風 に よ る災害

は死者が 1万人 を，家屋の 全半壊戸数は 10万戸 を超 え

て い る． こ の 被害 は死者 に つ い て は伊勢湾 台風 の 2 倍

を超 え全半壊戸数 は ほ ぼ 匹敵す る大 きさ と な っ て い

て ，記録 に 残 っ て い る 日本の 風水害史上 で は最大 で あ

り
，

ま た 津波 や 旱魃害 を 別 に す れ ば自然 災害 の 範 疇 に

広 げて も非常に大 き な災害の
一

っ に 数 え られ る．実

際 ， 田 口 （1939 ）や荒川 ほ か （19．61）編纂 に な る 日本

’
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気象史料や 日本 高潮 史料 に 集録 され た 古文書 に は各地

の 被害 の 様子 が 詳細 に 記 さ れ て い る．

　地球温暖化の 進行に伴 っ て今後台風が強力に な る こ

とが 懸 念 され て い る （IPCC　2007な ど）、そ の 意 味

で ， 過去 の 顕著 な台風 に お い て 何 を原 因 に して い かな

る被害が生 じ た の か ，を明 ら か に し て お くこ と は重要

で あ る と思 わ れ る．台風に よ っ て起 こ っ た現象や災害

は想 定 の 範囲 の もの な の か を理解 し災害経験 を伝承 す

る こ と は重要 で ある と同時 に 気候変化 と台風 の 関係等

を理解す る 上 で も，歴史上 の 台風 災害 の再現 を進 め る

こ と は 必要 で あ ろ う．

　 しか し顕著な災害 を もた ら し た シーボ ル ト台風 に つ

い て
， 現在 ま で 行 わ れ て き た科学的研究 は極め て 限 ら

れ て い る．永山 （1954）は シーボル トが 日本滞在中に

行 っ た気象観測 を紹介 す る中で 同台風 の 接 近時に 気圧

観 測 を 行 っ て い た こ と に 触 れ て い る ほ か，高橋

（1962） は
， 被 害 と 台 風 の 勢 力 に つ い て 考察 し て い

る．ま た，饒村 （1986）は そ の著書で 測器 に よ る観測

が 始 ま る前の顕著な 台風 の 例 と し て 取 り上 げて い る．
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近年，三 、lt （2〔｝00） は ，日蘭 交 流400周 年 記念 国 際 シ

ン ポ ジ ウ ム に お い て オ ラ ン ダ王立気象研 究所 で 発見 さ

れ た シ ーボ ル トが 残 し た 気象記録 を も と に ，シ
ーボ ル

ト台風 通 過 時 の 気圧 変化 を再 現 し て い る．そ の 中で

シ
ーボル トは 同台風の 通過前後 に 1 日 3 回気圧観測 を

実施 して い た こ と を示 し て い る ．

　 こ れ らの 研究 の う ち，高橋 （1962） は家屋 の 全壊家

屋数 と最低気圧 との 相関 が高い こ と な どか らシ ーボル

ト台風 の 強さ を 中心気圧 900mb ，最大風速50m ／s，最

大総降水量 300mm と推定 し た が ，同台風は 推定 の 元

に な る被害 と物理量 の関係 を示 し た 災害表 の 適 用 範囲

の 外 に あ る た め 信 頼度 は高 くな い と 考 え られ る．ま

た ， こ の推定に は 永 山 （1954）が 述べ た シ
ーボ ル トの

観測結果 は利用 さ れ て い な い ．財城ほか （2002）は，

気候研究 の た め 当時 の 長崎出島で の シ
ーボ ル トの 気象

観測 を評価 し て ，気圧デー
タ の 信頼度 バ イア ス 等を

調べ て い る．以下に 示 す よう に， こ れ らの結果に 基 づ

く気圧 の 観測 データ と古 文書 か ら推定 され る 台風 の 経

路 を利用す れ ば，高橋 （1962） の 台風勢力 の 推定精度

を向上 さ せ る こ と が可能で ある．

　以下本 論文 で は ，従来 注 目され て い な か っ た古文書

等 も利 N し て シ
ー

ボ ル ト台風 に よる被害実態 を明 らか

に し，次 に 台風経路 勢力推定を試み る．こ の 推定を

も と に台風通過 時に生 じた 高潮の再現計 算を行 っ て，

古文 書 に 記述 された被害 と比較 す る．最後 に 推定 した

台風 経路や勢力 の 精度 に つ い て議論 を行 う．

　 2 ，シーボ ル ト台風 に関する資料に つ い て

　上 で 述 べ た よう に、凵本気象．史料や 日本高潮 史料 に

は歴 史上 の 台風 に つ い て多 くの 古文書が 集録さ れ て い

る が ，シ
ーボル ト台風 に 関して は 日本高潮 史料 は口本

気象史料 を包含 す る と と も に ，よ り広範 な 資料 が 加

わ っ て い る の で ，以 下 目本高潮史料 を解析 に使用 す

る．ま た ，佐賀県史や佐賀市史に は 当時 の 藩 の 体制や

人 ロ 等背景 と な る 情報 が 記 さ れ て い る ほ か ，佐賀県 内

の 市晦 が 作成 し て い る 「市町史」 の 資料 に は各地 の 江

戸時代 末期 の 状況 ，特に 干拓状況 と そ の被災状況な ど

も記 さ れ て お り参考 に した ．凵本高潮 史料 を編纂 した

荒川秀俊 は著書 「災害」 （荒川 ほ か 1985）の 中で 「文

政十
一

年 の 九州 の 大暴風 雨」 とい う項 を 設 け て ，凵本

高潮．史料 に は掲載 さ れ て い な い 史料 （九州路大風雨荒

廃記） に 基 づ い て ，北部 儿 州 の 各藩の 被害状況 を記述

し て い る．

　今回，新 資料 と して 「前代未聞実録記」 を参考 に し

た ．こ れ は 国史研究会 （1917） が 刊行 した 「浮世 の 有

様」に集録 され て い る もの で あ る．大阪の 商人が 陶器

の 売 買 に 関わ る 用件 で 文政
．
卜年 八 月 よ り翌 十

一
年ま で

佐賀市本庄町 に逗留 し て 子年 の 大風 に 遭遇 し，そ の

「有 tt　−1を記 録 し た も の あ る．災害 の 現場 に あ っ て詳

細 に 記録 され て お り，以下 に 見 る ように被害推定 に有

用 で あ っ た ．

　 ま た ，従来注 日され て い な か っ た RH 月町史 （岩松

1985） に は佐賀藩 内 の 被 害 の 基 に な る資料が掲載 さ れ

て お り，今回 そ の 原典 （佐 賀藩御 蔵 力 ・御相 続 方 資

料） に 遡 っ て 被害実態 の 調 査 に 使用 し た ．付録 A 第

Al 図 に そ の 資料の 表 題部，怪 我人 ・死人 等の 部，最

後 の 部分及び そ の 解読文 を 示 す．

　 3 ．シ
ーボ ル ト台風 に よる被害に つ い て

　本節で は佐賀藩及び北部九州 に つ い て
， 古文書か ら

推定 した同台風 に よ る被害を記述 す る．な お，高潮害

に つ い て は本 節 で は概 略 を示す こ と と し， 6 節 に お い

て 数値計算結果 と の 比較 を行い つ つ 詳述す る．

　3．1 佐賀藩の 死者 と そ の 他の 被害に つ い て

　 H本 高潮 史料 に は，佐賀 藩 に つ い て 1，00｛）人 を超 え

るような死 者を記述 した文献が 3種類出 て くる．

（1）室暦現来集か ら松平肥前守 （鍋島斉直）が届 け出

　た 数字 と して ，

　　一、横死 人七千九百
一人、

　　
一
、溺死 人百十五 人、

　　
一、溺死 人 二 千 二 百六十九人 、

　 と あ り，計 ユO
，
285人 と な る．溺死 の 項 が 2 度現 れ る

　が ， 2番 目の 数字 は次の （2）の文書 の焼死 の 数字 と

　 ほ と ん ど同じ な の で は焼死 の 誤 り と 思 わ れ る ．

（2）鍋 島直正 公伝 に基づ き （元 は古賀穀堂の 「清風楼

　紀聞」 に よ る も の ．同 じ 数値 で あ る こ と を確認 して

　 い る 〉

　　
一

、溺死　二 千二
．
ゴ六 十六 人 也

　　　　男千五百八 十 二 人 也　女六
．
白八十 四入也

　　
一

、横死　七千九百
一．・

人也

　　　　男六千 五 百五十入也　女千 三 百 五 十
．一

人也

　　
一
、焼死　 ［ゴレ五 人也

　　 　　 男 八 十入　女 r ．十 八 人

　 と あ り，計 IU，282人 と な る．

（3＞杵島郡史 に 基 づ き
， 佐賀領 内 で は

　　 死者七千人 を出 し内溺死 者 が 特 に 多 くて 其数 は 三

　 千二 百を算 し 負傷者 も
一

万 三 千人 と あ る
……

死 傷者

　 は十 ノ） し人 に 対 し て 一
人 と な る 理 で あ る．

16
“

天 気
”
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　 と あ り，死 者 7，000人 と して い る．

　
…

方，荒 川 ほ か （1985）の 「災 害 」 で は肥 前佐賀

藩 ， 死者 8
，
550入 と い う数 字が 記 述 さ れ て い る． こ の

よう に佐賀藩 の 死 者 と して ， 文 書 に よ り7，000人 か ら

10
，
000人位 ま で の 数字が 現れ る． こ れ は

一
つ に は佐賀

藩が複合 し た 構造の藩で あ る こ と に よ っ て い る．第 1

図 （佐 賀 県 1968 ） に 示 す よ う に佐 賀藩 に は 佐賀 本藩

の ほか三 支藩 （小城 ， 蓮 池 ， 鹿島） が存在 した．これ

ら の 支藩は佐賀本藩 の 家臣 で ば あっ た が 自治権 を有し

て お り参 勤交代な ど も行 っ て い た ．佐 賀藩 と呼 ぶ 場

合，佐賀本藩 を さ す場合 と支藩等を含ん だ 広義の 佐賀

藩を さ す場合が あ っ て 死者数な ど違 い の
一

因 に な っ て

い る と思われ る．そ の 点で 今回資料 と し て 新た に 利用

す る前代未聞実録記は明確に そ の 区分を示 し て佐賀本

藩 の み の 被害 を 記述 し て お り価値が 高 い ．ま た ，「佐

賀藩御蔵 方 ・御 相続 方」 （以下御 蔵方 資料 と よ ぶ ） の

資料で も，佐賀本藩を 「御蔵入分」 と して，「小城領」

な どの支藩分 と区別 して い る．な お ，三支藩の ほ か 図

に 見 られ る よ うに 白石，川久保等大 配分な ど と呼 ばれ

る家臣団 もあ り こ れ らも自治権を持 っ て い た が
， 御蔵

方資料等に は名前は現れ ずそ の 被害 は本支藩内の 数 と

な っ て い る もの と 思わ れ る．

　 こ れ ら の 資料 の うち
， 御蔵方資料 （  ）， 前代未聞

実録記及 び 「災害」（  ），凵本高潮史料 （  ），の 死

　　　　　　　　　　　 人，怪我 人 な どの 比較 を第

　　　　　　　　　　　　1 表に 示 した．以下 これ ら

　　　　　　　　　　　 の 資料 に 基づ き議論を す す

　　　　　　　　　　　 め る．な お，前代未聞実録

　　　 記 と 「災害」 は佐賀本藩 に

第 1 図　江戸時代後期 の 佐賀藩領分布図．

っ い て ほ と ん ど 同 じ数 字

（前代未聞実録記が 死者で

8 人 多 い 点 の み の 違 い と

な っ て い る） を示 して い る

た め，同じ範疇 と し た．

　 こ れ に よれば，死人，怪

我人 ， 倒家 に つ い て の 支藩

の数値は，御蔵方資料 と 目

本高潮史料で ほ ぼ
一
致 し て

い る．一
方，佐賀本藩の死

人 ， 怪我人 ，倒家の 数に つ

い て，御蔵方資料 と前代未

聞実録記 の 数値 は 大 き な

違 い が あ る．それぞれ の数

値 と 支 藩 の 数 を 合 計 す れ

ば，佐 賀藩全 体 で は 死 人

は 8 ，200 〜10 ，600人，怪 我

人 8，900〜11
，
60〔｝人 ，倒 家

35，000〜 42
，
｛〕｛〕0軒 と な る．

半倒家 は 御蔵 方資料 よ り

21
，
000軒 程 度 と な っ て い

る．口本高潮史料 に は佐賀

藩が 幕府 へ 届 け出た被害集

計数が記載 され て い て，そ

れ も第 1表 に 示 す．死人，

怪我人 に つ い て は，本藩の

数値 として前代未聞実録記
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第 1表　 シ
ーボ ル ト台風 に よ る佐賀藩被害．

　　　　 一齟
被 審 種 別

　　　　　　　　广一
　　　 出展一 一『 佐賀本藩 蓮 池 藩 鹿島藩 小城藩

．1「．一一 一
佐賀藩計

御蔵方 ・御相続方 ： ．．一 一 6
，
221 L720 54 230 8225

死人 （単位 ：人） 前代未聞実録記 ・災害 ：  8
，
558 （10，562）　　　　 “

日本高潮史料 ：  L72D 54 1〔〕282

  5，902 2，450 lo8 393 8853

　　　　　  ．、一　 ． 8，665 （U ，616）

　 一．一 一．

怪我人 （人）

一 「．　 一

倒家 （軒）

　　　　　  〔齟． 一 一
　　　　　  

2，7（lo 10d 11373

　2，700．　 ． 　 　 1β29．一 一 一一 35286　一　　　　一
 

　 　26，965　 　
　　33，肚90．．一 　

　 1，292　 ．『

一．一 一
　 1，292

（4・β11）二
 

一　
　 2

，
609

一 ．． ．
　 　 35364− ．1−一

　　　　　  ．．一 一 ． 　 一　 ．
　　　　　  

．　 ．

　 一

『

　　　．一

一 　 20544−一
半倒家 （軒）

　一一 一
14，565．一 广一 一

　　　　　   1β39
一
　 S88

　　 ．−
2ユD57

  7962
汐下 （町）

  458 356 8307

  11748
汐土 居 切 （間）

  560 工2，552

横死 （人 ）
 

　　一一
（了g的

  1，275 7901　　　　　　．
 

一 一一．
266

溺死 （人 ）
  440 2266

  （皿 山 分） 58
焼死 （人）

  　 　 　 1工5．

備考 （日 本 高潮

史料分出展）
　 宝 暦現 来集
一

鹿島藩御側

役所 日記 一 塵璽
佐賀藩計列 の   行 は，備考 に あ る 資料 に よ る．

佐賀藩計列 の   行 の （） 書 き は，本藩 は  を支藩 は  を使用 し た 合計』

佐賀藩計列 の 横死   行 は 全体 の 死者数 か ら の 算定値．

を，支藩 の 数値 と し て 御蔵 方資 料 を採用 し て合計 し た

値 に 近 い ．御蔵方資料は ，元資料末尾に 九月の 日付が

記載 さ れ て い て （第 A1 図参 照） 台風来襲 後 1 ヶ 月程

度で 作成 さ れ た もの で あ る．一
方，日本 高潮史料 に

よ れ ば，上記  の 数値 は
， 多久美作 とい う 家老が幕府

へ 出府 し て 報告 し た こ とが 記述 し て あ る こ と と
， 幕府

へ 届 け出 た と す る前述 の （1）の 数値が よ ぐ
一

致す る こ

とか ら両者は 同じ もの で あ る と考 えられ る．届 け出た

11付は 旧暦
一
卜月 二 H （1828年 11月 8 日） と あ り，日本

高潮 史料の値 は後 LIの 集計値 で あ る 可能 性 が 高 い ．実

際 に 数値 は幕府届 け の 方 が 全 て 多 くな っ て い る こ と を

考え て ，次節の 北部九州 の 被害算定 に は こ の 数値 を使

用 す る．な お ，「災害」の 資料 の 元 に な っ た ［九州 路

大風雨 荒廃 記 1は 旧暦九月 二 十五 凵 （1828年 11月 2 日）

に 博 多か ら江戸 へ 出さ れ た 通信 に 基 づ い て い る と さ れ

て い る． H 本高潮史料 の 数値 と ほ ぼ
一致 し て い る こ と

と合 わせ て 整合 的 で あ る．

　 口本高潮史料 に は 死因ご と の 死 者数 も記 載 が あ っ

て，横死が 7，901人，溺死 が 2 ，266人 ，焼 死 が 115人 と

な っ て い る ．す な わ ち 約 8 割が 横死 ， 2割 が溺死 で

あ っ た と推定さ れ る．横死 の 内容 は 不明 で あ る が
，

次

に述 べ る よ う に 家屋 の 倒壊率が極め て高 い こ と か ら，

建物の 下敷 き な ど を原因 とす る も の が 多 か っ た と推定

さ れ る．

　当時 の 佐賀藩 の 人 口 は 36〜37万人 と推定で き る （佐

賀市 1977）の で ，死亡 率 は 2 〜 3 ％ ， 死 傷 率 は 6 ％

程度 の 高率 と な る．

　前代未聞実録記 は ，広義 の 佐賀藩 の 家屋 数 を 8 万軒

あ ま りと し て い る．こ れ を元 に す る と，建物 の 全壊率

は 50％程度，全 半壊 率は 75％程度 と な る．日本高潮 史

18
“
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第 2 表 　シ
ーボル ト台風 に よ る北部九州 の 被害．

佐賀藩 大村藩 長崎 柳川藩 久留米藩 福岡藩 小倉藩 長府藩 計

死 人 ユ0，282 3，107 45 3，000 2082 ，353 53 6519 ，ll3

怪我人 11，373 1，059
−一「．．
　 　 103 1βOO 5633 ，420 1〔｝7 2 018 ，625

倒家 35，364 3，0002 ，7802 ，63010 ，07822 ，018 318 76，188

半 倒 家 21，057　　 1，720 1，049 17，B2 41241 ，370

料の 中の 杵 島郡 史 に は 「佐賀領内 に お い て 家屋 の 倒壊

した もの は実 に 3 万 5千 に 上 り半潰亦 2 万 1千を数 え

……
戸 数の 被害は半数以 上 に．E り」 と あ る． こ の 記述

は ，前述 の （3）に よ る 死 傷者 は 18〜19人 に ユ人 と あわ

せ て ，家屋被害率 ， 死傷率，両方 に つ い て 上 の推定比

率 と概ね
一

致 し て い る．

　3．2 北部九 州 の 被害

　第 2 表に 荒川 ほか （1985）か ら の 被害 を ま と め て 示

す． こ れ に よ れ ば，北部九州で の死者，負傷者はそれ

ぞ れ 19，000人余 ， 全壊家屋 が 76 ，000棟 ， 半壊 が 41
，
 0〔｝

棟 と なる．第 2 表の 各藩 の 死者で 日本高潮史料に掲載

さ れ て い る 死 者数 と1，｛〕OO人以上 の 違 い が あ る な ど差

が大 きい 藩 は柳 川藩 と大村藩 で ，日本 高潮 史料 で は柳

川藩 は溺死 が 268人 との み 記載 さ れ ， 大村藩 は死 者総

数が 468 人 と記載さ れ て い る．そ の 差が何 に 由来す る

も の か は明 らか で は な い ．他の藩 に つ い て は，概 ね 同

じ規模の 死 者数 が 日本高潮史料 に も記載され て お り，

柳川藩 ， 大村藩 に つ い て 少な い 数字で 見積 もっ て も，

総数で 13，000人以上 の 死者が生 じた こ と は 間違 い な い

もの と思 わ れ る． こ こ 100年 で の 風水 害 に よ る 死 者 の

最大 は伊勢湾台風 に よ る約5，100人 で ある が ，そ の 2

倍以 上 の 死 者を シ ーボ ル ト台風 は 九州北部だ け で 生 じ

て い る．ま た ，全半壊 の 建物被害 に つ い て は，伊勢湾

台風 の 場 合全 国 で約 15万棟で あ り，シ ーボ ル ト台風 の

北部九州 の 被害 は 3万棟程度小 さ くな っ て い る が，全

国 で は ほ ぼ 同程度 の 家屋 被害が あ っ た と見 て よい で あ

ろ う．

　 3 ．3 高潮被害

　 日本高潮史料 の 中で 顕 著な高潮被害 を生 じた こ とが

記 さ れ て い る 地域 は，佐賀県 か ら福岡 県 の 有 明海沿

岸，天草，山 口 県 の 周 防灘沿岸，長崎港 博 多港 で あ

る．上 に 記 し た 溺死者数 の う ち ど の 程度が高潮に よ る

もの か は明瞭で は な い が ，古文書で は高潮 に 比 して 洪

水被害 の 記述は 少 な い こ と か ら多 くが 高潮 に よる もの

と 思 わ れ る ．古文書 に あ る死 者 で 多 い と こ ろ で は，佐

賀藩2，269人 （内蓮池藩 440人 ），長州藩 5 0人 ，長崎，

大村で それ ぞれ 40入 程度 天草 で 22人 の 数字 が 見 え

る．

　ま た，主 に 波浪害 と思わ れ る も の が，平戸 島北岸

（平戸藩薄香），襾彼杵半島西岸 （大村藩松島）な ど港

口 が北に開 い て い る 九州北岸 や西岸 の 港 で 生 じた こ と

が 日本高潮史料で見 られ た．これ は長 崎県北 部 で北 よ

りの 風 が 強か っ た こ と を 示 し て い る．

　 4 ．シ
ーボル ト台風 の 経路 と通過時刻の 推定

　永 山 （1954）は 「囗本気象史料 に よ っ て 推定す る

と，長崎の南西海上 よ り長崎 の す ぐ西 方 に 上 陸，佐

賀 ・福岡 ・下関近傍 を通 っ て 日本海 に 入 っ た もの と思

われ ， 長崎で は か な り大 き い 高潮 を伴 っ た 事が わ か

る」 と記述 し て い る．本節で は，日本高潮史料や そ の

他 の 関連資料か ら，よ り詳細な台風の経路 の 推定を試

み る．

　古文書で比較的高い 精度で 台風の経路 を推定す る の

に 利用 で き る と思われ る記述に，風向の 時間変化が あ

る．日本高潮史料で は，久留米 に お い て風向の順転 （米

府年表 「四時半 （0 時）頃 よ り暴風起 こ り、 初め は北

東風 に て辰 巳 （南東）に 廻 り、尤烈敷」）が ，門司 に

お い て風向の 逆転 （門司叢書 「亥の刻 （22時）よ り
……

巳午 （南南東か ら南） の 方 よ り風 吹 きけれ ば……風 い

っ し か 寅卯 （東北東 か ら東） の 方 に 吹 き か わ して 」）

が 記さ れ て い る．ま た，佐賀の川副 （東川 副村西覚寺

過去帳）で は，「夜九 っ 時よ り北風吹 き 出し、夜明 ま

で に 西 に 方向転ず」 と あ り，夜九 つ が 夜 巾の 1 時前後

で 夜明ま で に時間が あ る こ と か ら
，

こ の 記 述 も順転 を

示 して い る と考 え て 良い で あろ う．

　前代未 聞実録記 に は
， 「八 月九 口夜 九 っ 時 よ り、九

州 国 々 北東 の 風 吹 出 し 、

……夫 よ り段 々 と風 は 辰 巳

（南東）へ 廻 り、強 く吹 き け る。・・…・猶 も風 厳 し くな

り、未申 （南西） へ 廻 りて吹 きた て ……」 とあ る．著

者 は佐賀本庄 （現在，佐賀市本庄町） に 居 る こ とか ら，

佐賀で は 風向 は 順転 と な りそ の 北部 を台風が 通過 した

こ と と考 え られ る．更 に福 岡県 災異 誌 （福岡測 候所
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193b） に よ れ ば秋月藩士平 田孫右衛門の 者 書 1望春随

筆」 に は 「九 日佼九 つ 頃 より大風 、雨 も烈 しく降 り、

初 め 北風暫 ら くし て 南風 と な り、後 に は 曲 に 変 り」 と

あ っ て 福 岡県秋 月 で も順 転て あ っ た こ ろ か わ か る

よ っ て シ
ー

ホ ル ト台風 は 佐賀 ，久留米，秋月の北部 を

進 み，門司の南 を 通過 し た と考え る の が 妥 当 て あ る

　三 目月田」史 （三 目月町 1985）に よ れ は
， 小城鍋島

文 庫 1日記 目録 」 に 「今夜四 ツ （十時）時頃よ り東風

吹 き 出 し、八 ツ （午前＿時）時分 よ り 南風 に 相成 り
、

以 て の外 の 大風 に て」 と あ り，小 城 で 風向 は順転 て

あ ⊃ た と推定 され る　 ま た ，台風通過時 に 有田 m 山 で

大火 が 起 きて い るか ，そ の とき の状況 を佐賀県大百利

事典 （池 田 1983） に は 「吹 き す さぶ 北東風 が 岩 谷川

内 の素焼 窯 を吹 き飛 ば し て 大火 と な り」 と記述 さ れ て

い て ，有田 の 南を 台風 が 通過 した と考え ら れ る

　
一方，長崎県五 島列島の 小値賀，壱岐で は ほ と ん ど

被害が な く平戸で も被害 が 軽か っ た こ とが 記 され て い

る （甲］夜話続篇　後注 1）　 よっ て 台風 中心 の経路

は平戸 よ りも南 て あ る と 思わ れ る　 また長 崎で の 卓越

し た 風 向が 南東て あ る こ と，長崎で係留 され て い た唐

船や オ ラ ン ダ船が出島側か ら稲佐山側 へ 流 さ れ た こ と

な とか ら，長崎の 北側を通過 した と考え る こ とが適 当

て あ る　 ま た 日本高潮史料

に は な い か ， q」子夜話続篇

の 台風後 の 平戸藩士 の 見聞
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3500

西 ， 山 口 市 の 北 を台風 の 中心が通過 した と考え る の が

妥当で あ ろ う

　 こ れ らを綵合 し台風 は直進 し た と い う仮 定を お い て

シ
ーボル ト台風 の 経路 を推 定 す る と，第 2 図 の よ う に

な る

　な お ，目本 高潮史料 に は ソ
ーボル ト台凪 に つ い て の

全国的な被害 の 記述 も含 まれ て い る　例 えば 「此具風

は斜め に 北1箜奥州 ま て も吹き す さん だ もの て 　　其 の

損害両我が 肥前の 31万石 を筆頭 に加賀の 78万石仙台の

43刀仁肥後 の 37万石久 留米 の 37万石阿州 （徳島）の 17

万石長州 の B 万石芸州 の 1晒 仁 と見 ゆ 1 と あ る　 こ れ

に よ れ は，山口県を通 過し た後，石川県 の 西 を 通過 し

て 新潟 か ら秋田 で 刊上 陸して 東北地方を縦断 した と考

え る と概ね被害 と整合す る よ うて あ る

　台風 の 通過 時刻に つ い て ，シ ーボ ル トの 手紙の記述

「夜半 12時 頃 か ら翌 5 時頃 まて 吹 きす さみ しが」 （永山

1954） や 門司和布刈神 仕 の 記録 「子 の 刻 （OM ）頃 よ

り頻 りに吹 きほえて 丑 寅の刻 （2時か ら 4時）猶烈 し

く」 と あ る の で ，北部九州 を通過 した の は 9 月17 日深

夜 か ら 18口明 け方 に か け て と推定 さ れ る

　久留米の 記 録で 「七 つ 時頃 （4 時30分 幽）南西 通

り、1 と あ り，ほぼ 同時刻に 山冂 （萩） の 記録で 「七

録 に徹害 に つ い て 「大村城

↑丁前 よ り長崎 の 方 は 、別

而強 く相見 申候 亅とい う表

記 も あ り，大村 の 北側 を台

風中心 が通過 した と考 え る

こ と を支持 し て い る

　山 凵 県 に つ い て ，「取 分
一

の 坂 よ り沖 冂が け て 大 変

山 口 審判 損 し豕 棟 数 弸 ｝軒

余 り 。 小 郡 審 判 ／500余 軒

　　 二 田 尻 （防 用）審 判

2670余軒」，「
一

坂 より萩 へ

暫 け候 次第 に 軽 く南辺 之大

風笈 　 」 と あ る 　「
一

の

坂 1 は 山 口 巾 に 現存 も あ る

地 名で そ れ よ り東側 ，周防

灘側 の 被害 が ひ と く
， 西 に
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第 2 図　シ ーボ ル ト台風 の 北部 九 川 の 経路 （1828年 9 月 18N ＞　● は 古 文書

　 　　 の 記 述 じ よ る風 向の 順 転坤 占 　e は 反転地 改　細線 は 台風第 9］19 

　　　 の 経路（1991ff　9 月27口）　経路⊥ の 数 値 は 台風 中 心 の 通過 時刻 を 示
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つ 半 （5時 30分頃）過東風烈 し く亅と あ る の で
， 台風

の 中心 は 5 時 こ ろ に は両地 点 の 中間，周 防灘 付近 に

あ っ た と 思われ る．

　 シ
ーボ ル トの 記述 か ら艮崎で 〔1時に は暴風が吹 き始

め て い た こ とや梶 （1996） が 引用 した オ ラ ン ダ商館長

メ イ ラ ン の 9 月17日 の 日記 に は 「そ の夜の 2時頃悪天

候 は最高潮に達 し 1 と あ る こ とか ら長崎 で の 台風 の 最

接近時刻は19日の 2時頃 と推定 され る．第 2 図か ら こ

れ は概 ね 台風 の 上 陸時刻 と考 え られ る．

　長崎西彼杵半島の 上 陸想定地点か ら門司周辺 まで の

距離 は お お よそ160km で あ る の で ，北部 九 州 で の 台

風 の 進行速度は 55km ！h と算定 さ れ る．広島で は 「
一
卜

日、暁風雨烈 し く、寅刻 （4 時〉 よ り 東南 の 大暴風 と

な り……巾 ごろ風 勢愈猛烈 、具風 に 変 じ」，と あ っ て ，

概 ね 台風 の 通 過 時刻 と整合 し て い る よ う に 思 わ れ る．

　 5 ，シ
ーボル ト台風の 勢力 （最低気圧，最大風速）

　　　の 推定

　永山 （1954） は シ ーボル トの 1829年 2 月 20日付 の 手

紙 か ら，「気象機 械 を階、hに す え置 き しが、そ の 倒壊

す る少 し前 に 次 の 観測を終わ りて 、器械を階下 の 避難

所 に移す を得た り。 気圧計28イ ン チ 1 （951．6hPa）、

寒暖計 77
°F、Saussure製 の 湿度 計 97％ 南東 の 台風 、

し か る に前目朝は気圧計29イ ン チ 73、寒暖計 76“F、湿

度計 89％、東の 微風」 を引用 して い る．

　財 城 ほ か （2002）及 び Kbnnen ほ か （2003） は

シ
ーボ ル トの 記録 と近年 の 長崎で の 観測データ と の 比

較 か ら， こ の 期 間 の シ ーボ ル ト の観 測値 に は 7hPa

の 負の バ イ ア ス が あ る と推定 した． こ の補正 をす る と

長崎 出島で の シ ーボ ル トの 観測 値 は約959hPa と な

る．一
方，観測値 が長崎で の 最低気圧か どうか は不明

で あ り，
シ
ーボ ル トの 日記 か ら は 気圧観測 を行 っ た と

き の 風 向が 南東 と推定で き る こ と，台風が 長崎の北 を

通過 し た と考え ら れ る こ と な ど か ら，シ ーボ ル トの観

測の あ と に気圧は最低 と な っ た と考え る こ と が 合理 的

と 思われ る．9119号 台風接 近時 の 長崎で の 観測 で は，

風向が南東 に な っ た後 1 時間後 に最低気圧 を観測 して

お り，風 向 が 南東 の と き の 風速 は 6m ／s 程 度 で あ っ

た． シ
ーボ ル ト台風 で も同様 の 状 況 で あ っ た と し出島

が 長崎湾 の 東岸 に あ る こ とも考 え に い れ る と，最低気

圧 の 1 時間前 に は ま だ観測 は可能 で あ っ た と思 わ れ

る．よ っ て シ
ーボ ル トの 観測 は最低気圧に よ り近 く30

分前 で あ っ た と仮 定 す る．
’
ドで 示 す よ う に 台風 の 再接

近時刻 を 2 時 とすれ ば シ
ーボ ル トの 気圧観測時刻は 1

時半 と な る．台風 9119号時の 気圧変 化 （3hPa／1 分）

か ら30分間の 気圧降下を考慮 し て長崎 の 最低気圧を

950hPa と考え る．

　過去 70年に 日本南 岸 で の 緯度帯で 観測さ れ た 台風の

最低中心 気圧 が 室戸台風の 91／．6hPa で あ る こ と，上

で 推定 した台風経 路 か ら950hPa よ り極 端 に は小 さ く

はな い と考え る と 1 シ ーボ ル ト台風 の 九州西部 上 陸時

の 中心気圧 は，910hPa か ら940hPa の 問で あ っ た と

考 え て無 理 は な い と思 わ れ る．伊勢湾 台風上 陸時 の 中

心付近 の 最大気 圧勾配 は0．5hPa／km 程度で あ り （気

象庁 19611 ．2”3図）， 第 2 図 か ら長1埼県西海市大 瀬

戸町付近 に台風が 上 陸し た と仮定す る と．L陸地 点は出

島 か ら約 30km 離 れ て い る．よ っ て シ ーボ ル ト台風 の

中心気圧 は15hPa 程 度長 崎 よ りも低か っ た と考 え ら

れ
，
935hPa と推定す る．

　次 に 最大風速 を推定す る．建物 の 損壊率は最大風速

と の 対応が よ い （高橋 1962 ；石崎ほ か 197〔1；光田 ・

藤井 1996） こ と か ら過去の 台風 に よ る建物損壊率 と

の 比較 か ら最大風速 を推定す る．

　第 3表 に 円本 の 過去 の 顕著 な台風 の 記録 を示す．上

で推定 し た よ うに ，佐賀藩 で の 建物 の 全壤率 は 50％程

度，全半壊率は 75％程度で ある．過去の顕著な 台風に

っ い て み て み る と，一．［1陸直前 の 中心 気圧 が 929hPa の

伊 勢湾台風 （最大 風速大 王 岬50m ／s ）で 愛知 県幡豆 で

は全半 壊 48．6％，全壊 1〔｝．17％ とな っ て お り，第 2 室

戸 台風 （室戸岬西 南西 の 風 66　．　7m ／g．　，表 か らは割愛）

で は和歌山県 の 御坊 で 全壊 率4．0％ ， 新 潟県 の 三 島郡

で 全半壊率が 30．8％と な っ て い る．シーボ ル ト台風 に

近 い 高 い 被害率 を もた らした 台風 に 1966年の 第 2 宮古

島台風 が ある． こ の 台風 は宮古島 に お い て ， 4 つ の 旧

市町村で 10％か ら35％の 全壊率を，ま た 38％ か ら90％

の 全半壊率を与え甚大な被害を 生 じ た ．特 に、ヒ野村 で

は全壊 率35．1％，全半壊率90．1％ の 高率に な っ て い る．

台風 の 通過時 に 宮古島 で は ， 最 低 気圧 928．9hPa ，最

大風速 が 60．8m ／s を観測 し て い る，最大風速 と損壊

率の 関係性 が 良 い こ と及 び伊勢湾台風 と 第 2 宮古島台

風で の 家屋損壊率の大 きさを考慮す ると，シ
ー

ボル ト

台風 の 最大風速 は 55m ／s前後で あ っ た もの と 思われ る．

　な お ，江戸時代 の 建物 と20世紀 の もの の 強度 を同
一

に 扱 え る か は懸念 され る と こ ろ で あ る が，阪神大震 災

時に神戸市東灘区西部 で 倒壊 な い し大破 した木造建 築

物2，0〔IO戸 を 調 査 し た 結 果 （http：〃 www ．ads −
net −

work ．co ．jp　／　chuuko ．．
reform 　f　taishin −

reforln
−01．

htm ）に よ れ ば，／985年以前 に 建築 し た もの に 被害が

2010 年 6 月 21
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第 3 表　日本 の 顕著 な台風 の 諸元．

台風 単 位 伊勢湾 台 風

一
第 2 宮古島台風 9119台風

シ ーボル

ト台風

一

　　 備考

年月 日 1959．9．26 1966，9．5 199工，9．271828 ．917
一

上陸時中心 気 圧

　　　　（直前）
hPa 929

．．

　 一 ．
　 　 　 　 928，9
　　　 （宮占島）．一 ．
　 　 NE

940 935

　　 一一 一一

　　　　　　　　　一
出典 の 表記が な い もの

は気 象 庁 ホ ーム ペ ージ　　 ー 一 一一

　　一
最大平均風速 m ／s

．．　

m ！s

　 S　 45，4
（伊 良湖 〕＊
　　．一

　 　6〔1．8

（宮古島）

SSE 　 49．7

　（野母崎）
55
　．

一

＊ 大王 岬50m〆s
　．

　 　 　 　 　 　
．．
1

最 大 瞬 間 風 速 i
　 　 　 　 　 　 旨

．一 ．
　 　 　 S　 55．3

　　 （伊良湖）

NE 　 85．3
（宮古島）

sw 　 60．9

　　（阿 蘇）

一

　　　 上陸前後 の

　　　　　　 速 度一一
km ／hl　 　 　 NNE 　 77

卜

WSW 　5 NE 　 66NE 　 55

高潮 1 ．．
　 　 1

0．4 3．6 4．5 潮位表　小 西 （2009）

　　　　　全 壊 率

（地点 ， 全壊戸数）
％

　 　 　 　 　 3．5　．一 一一
　 　 　 　 Io．17
　　　瞹 知 県

幡豆，1076棟）

　 　 　 　 　 35、1
　　　 （宮山島

上野村，288棟）

　 　 　 0．16
（福 岡 県 三 潴

（み す ま）郡）

　 　 　 50

（佐賀藩 ）

100棟 を超 え る もの

9119は揀数不 明

　　　 全半壊率

（地 点，全 半 壊 戸

　　　　　　数）一

％

　 　 　 　 48．6

　　　 （愛 知 県

幡豆，5184棟）

　 　 　 　 　 90，1

　　　 （宮 占島

上野 村，740棟）

　 　 　 　 　 5．61
（福岡県三 潴郡 〉

　 　 　 75

（佐賀藩）

10〔〕棟 を 超 え る も の

9119は棟数 不 明

建物被害出典 石崎 ほ か （ユ96D 石 1畸ほ か （1968） 林 （1992）

死 者 ・行 方 不 明 者 入 5，098 D 61i　 19，000
」．、一

多 く，特に年代別 に 見 た 場合，1974年以前 は 1948 年以

前の もの とそ の被害率が ほ と ん ど変わ らな い こ と が 示

さ れ て い る． こ れ は 木造建築 に つ い て は 近 年 の 耐 震 基

準適用以前の建物の 強度に大 き な違 い は な い こ と を示

唆 し て い る と考 えられ る．

　 6 ．高潮 の 推定

　6．1 天文潮 の推定

　台風 が 九州北 部を通過 し た 口付 は 旧暦八 月九 日か ら

十 日で あ る の で ，月齢は 8 か ら 9 で あ っ た と推定さ れ

る．天文計算 に 基 づ く1828年 9 月17rl の 正 午月齢 は

7、8 と な り上弦の 月 で 小潮 の 時期 に あ た っ て い る．具

体的 に こ の Llの 天文潮位を海上保安 庁第 7 管区海上保

安本部 の ホ ーム ペ ージ （http：／／www1 ．kaiho．m ！it．go ．

jp／KAN7 ／tyoseki ／hyo −a．htm） で 算定 し た 結果 を第

3図 に 示 し た ，北部九州か ら山凵県 をシ ーボ ル ト台風

が 通過 した時刻 は 2 〜 5 時 と推定さ れ る の で ，周防灘

を除 けば ほ ぼ 満潮時刻 に あ た っ て い る、こ の た め 高潮

被害も大 きか っ た もの と思 われ る ．大 潮時で あ れ ば更

に 激 甚 な 災害 を 生 じ た も の と思 わ れ る．

　 6．2 数値 モ デ ル に よ る高潮 の 冉現

　前節 の 台風諸元 を も と に 台風 の 気圧 と風 の モ デ ル を

作 成 し， 九州 北部か ら r．［［u 県の 高潮計算を行 っ た ．計

算方法 は 小西 （2009） に よ っ て い る．計算 に使用 し た

　 54

．5
　 　

　 4　

3．5　

三
3

週
25

買　2

　 1．5
　 1

　 0．5
　 0

　 1200 　140G 　16；00　1　B：00　2000 　22：DO　O：OO　　2　nO　　4
・00　　6：00　　8・00　翻0：00　1200

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 時刻

　 第 3図　シ
ーボル ト台風通過時 （9 月17日12時〜

　　　　　18口12時）の 天 文 潮 （博 多，若 津．徳

　　　　　 山 ）．

高潮 モ デル は準線形 の 2 次元 数値 力学 モ デ ル で ，気圧

と風 を 外力 と し て潮位偏 差 の 時間変化 を算定す る．格

子間隔 は緯度 経 度 とも 1分 と し て い る、気圧分布は

藤 田 の 式 を，風速 に は宮崎に よ る 傾度風 と 台風 の 移動

速度の 合 成式 を使川 し て い る、台風 の 形状を決め る パ

ラ メータ roは長崎 で の 計算 気 圧 が シ
ーボ ル ト の 観測

値 に
一

致す る よ うに 定 め た ．ま た傾度風や台風 の 移動

速度 に か け る 係数 は 最大 風速 を概ね 55m ／s 程度 に な

る よ う定め た、使 用 し た パ ラ メ ータ の 値 を第 4 表 に ，

長崎 で の 気圧 計算値 と シ
ーボル トの観測値の 比較を第

22
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4 図 に 示 す

　第 5 図 に 北部九州か ら山囗 県南西祁の潮位偏走 分布

を 示 す 　大分県の 沿片を除 く全 域 て 高 い 偏差 に な っ て

い る こ とが わ か る　特 に 大 きい の は有明海，周防灘，

博多湾で あ る　有明海で は台風の コ ース か ら類推で き

る よ う に，北東邵の 筑後川河 口 周辺 で 特 に 高 くな っ て

い て ，次節で み る よう に 45 皿 を超 え て い る　 また ，

周防灘 沿岸 で は 4m ，福 岡湾て も 35m 以 トの 潮位偏

差に な っ て い る　有明海，周防灘は 南よ りの 風 に よ る

もの て あるが ，
一

方，博 多湾は台風進路北側 の 西風 に

よ っ て h昇 し て い る

　第 6図に は特 に潮位偏差の大 き か っ た海域 の 港湾，

右津，徳山，博多 に つ い て 潮位偏a 及 び 潮位 の 時系列

を 示す 　各地 の 天文潮 は 前節の 推算値 を使用 し て い

る　 な お ，潮位 は平均水面基準て 示 し て い る

〔1）若津

　若津 で は 最大偏差 が 511n で 潮位 は 小潮 の 満 潮時刻

に
一

致 して 平均水面上 63m ま で及ん で い る　 有明海

内 の 副振 動 の 影響 で ダ ブ ル ピーク と な っ て い て 長時 間

に わ た り高い 潮位が続 い て い る　最大偏芹を 迎 え た 時

刻 は 4 時頃 で ，台風 の最接近時刻 （3 時〉 か ら ／ 時間

程度遅れ て い る　風速が 最 も強 い 時刻 は 4時 で ，西南

西 の 風 51m ん と な っ て い る

（2）徳III

　徳山 て は満潮時刻 を過 ぎ

天文潮が 平均水面 の 頃 の 6

第 4 表　咼潮 数 値計 聯パ ラ メータ 諸元

パ ラ メ
ータ 数値

中心気圧 935hPd

ro 35　 km

進行速浸 55km ／h

C1
，
　 C2 09

，
085

吹 き 込 み 角 4ぴ

hPalO2elD10

｛OOO9909BO97096G950

　 　

94a 　

930
　 1014 　　　 18 　　　 22 　　　　 2 　　　　6

　 時

10　　　 14

第 4 図 　長 崎 出 鳥て の 気 圧時系 列 　 ■ は ン
ーボ ル

　　 　　トに よ る観測値　 ☆ は 推定最低気圧　実

　　 　 線 は第 4 表 の 諸 元 に 基 っ く シ ミ 」 レ ー

　　 　 シ → ン モ デ ル 気圧値　点線 は 台風第9119

　　　 号 の 値 を示 す　最低気圧起時を シーホル

　　 　　ト台凪 と
一

致 さ せ た

時20分 に 回 潮の ピーク を 迎

え て い て ， 偏 走 41m ，潮

位37m と な っ て い る 台

風最接近時刻 は b 時頃，最

大風速 の 時刻 は 6 時40分 ，

西南西 の 風52rn／s と な っ

て い て，潮位偏 差 の 塑囚 は

周防灘 へ 面 した海岸へ の 風

の 吹寄 せ と推定 さ れ る

（3）博 多

　博多は渦潮時刻に ピー
ク

が 一
致 し て い て ，最大潮位

偏差 が 4 時40分 33m ，潮

位 は 38m と な っ て い る

台風 の 冉 接 近 時刻 が 3時50

分唄 と な り，最大偏差 の 時

刻は 約 50分遅 れ て い る　博

多 で の最大風速 は 4 時40分

34
’
o 

33
’
30’

33℃O

32’30蘿
12930

第 5 図

13000 13030 131℃0

シ ーボ ル ト台風 に よ る 計算潮 位 偏差 （単位

隔）　実線 は台風 経路
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　：

．1
毳灘

二華
一3

543

若津

021

　

2

　

　一
　
　一

3

【
E）
單
置

時刻

（a ＞

徳山

時刻

（b）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 博多

癜
0

　
−3

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 時 刻

　 　　 　　 　　　 　　 （c ）

　 第 6 図 各 地 の 計 算 潮 位 変 化．（a ）：着 津，
　 　　 　　（b）　：徳 1［L　〔c ）　：†専多．

に 西 の 風 47m ／s と な っ て い て ，福 岡湾 の 湾 奥 へ 吹

き込 む方向の 暴風 が 吹 い て い る．

　 ま た周期が 2 時間20分程度 の 福 岡湾 内 の 顕著 な 副振

動 が 現 れ て い る．こ の 周期 の 振動は台風9119号時 に も

観測 さ れ た もの で ，小 田巻 ほ か （1993）は福岡湾 の 基

本振動 に 対応す る も の と し て い る．

　6．3 数値 計算結果 と 占文書 に 見 られ る高潮被警 の 比

　　　較

　古文書 か らわ か る高潮害 に関す る情報 は，高潮に よ

る被害の記述，溺死者 の 数の ほ か 「汐下 山畑」 と あ る

浸 水面 積 ，「汐土 居」 （海岸堤防 と解釈す る） の 1切
渡」 （破壊 ） の 長 さ ，　

・
部地域 で の 高潮に よ る 浸 水 の

高さ に 関す る記録等で あ る ．本節 で は， こ れ ら の 情報

と 数値計 算結果を比較す る．第 7 図 に は，古文書 に 顕

著な高潮 害 の 記述 の あ る有明海，福岡湾周辺地点 の位

置 を示す．地点 に は
， 今後 の 参考 の ため国土地理院地

形 図 か ら推定 した以下 に 示す浸水地点周辺 の 標高 を併

記 す る．

  有明海

　数値計算結果で は有明海全域で 2m 以 上 の 潮位偏

差 と な り，特 に 佐賀藩 の 干拓地沿岸で 3m ，その 東部

か ら筑 後川河 冂 周辺 で 4m を 超 え る 偏差 と な っ て い

る．潮位 は筑後川 河 凵 で 標高 5 か ら 6m 前後，六 角

川 河 口 で 4ni 程度 の 高さ に及ん だ と思 わ れ る．

　古文書 に は浸水 の 規模 が 推定 で きるデ
ー

タ として ，

田 畑 の 浸 水 而 積 の 記載 が 残 っ て い る．佐 賀 藩 で は

「8308町 （約 824Uha 〜82．4km2 ） 汐 下 1 と な っ て い

る．ま た 「汐土 居切 」 （防潮 堤 が 破壊 さ れ た ）距 離 が

12552間 と あ り，総延長が 23km と な る．総堤防距離

の 8 割 が 壊 さ れ た と仮定 し，浸 水 は そ の 後而 陸地 全而

に わた っ た と して，こ れ を浸 水海岸距 離 と す れ ば約

30km とな る．平均 で 2．7km 程度海岸か ら 内陸 へ 高潮

で浸水 を生 じた （以下 「浸水距離」 とよぶ ） こ とに な

る．鹿島藩 に つ い て は ，汐下面積が 356町 （約3 ．5kmz ）

汐 土 居 切 の 長 さ が 560問 （lkn1） とな っ て い て ，浸水

距離 は 2．8km 程度 と な る． こ れ らか ら平均 で 3km 程

度海岸 か ら内陸 へ 浸 水 を生 じ た と推定 し て も良 い で あ

ろ う．

　南部長恒 著 の 疏導要書 （後注 2 ） に は束 与賀町大野

に 築 か れ て い た 石垣 が こ の 台風 に よ っ て 破壊さ れ た こ

と が記述 さ れ て い る．大野 （海抜約 2m ） は現海岸堤

防 か ら約2．8km，江戸時代末 の 堤防位置 （海抜約 1．3m ）

か ら約 1．7km の と こ ろ に あ る．高潮 は こ れ を超 え て

進 ん だ と考 え られ る．ま た 日本 高潮 史料 の 中 に，現佐

賀市川副町舟津 で は 「大潮満 、土井 切 れ て 倒家死 人夥

し 。

……八 月九 凵夜舟津土居外松右衛 門、儀助兄弟家

内 四 人 高潮 の た め 流失横死 す 。」 と い う記 述 が 残 っ て

い る，舟津 は 現 八 出江河 口 か ら 5km 程度上 流 へ 遡 っ

た と こ ろ に あ る 河港 で あ る．地盤 高 と し て は 2．0か ら

2 ．5m の 地点 と 思わ れ る．東側 の筑後川 河 1「で早津江

川 と 筑後 川 に 囲 まれ た 三 角 州 上 の 大詫間 （お お だ く

ま）村 は 「蕩尽 し 為 に溺 死 多し i と記 さ れ て い る ． こ

の 村は 南北 が約 3〜 4knl ，東 西 1 〜 2km で ，標高
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第 7 図 　古 文 書 に 記 述 の あ る 高 潮 害 の 生 じ た 地

　 　　 点．（a ）：有 明 海 （b）：福 岡 湾．（）

　 　　 で 示 す 数 値 は 当該 地 点 の 概 略 の 標高 ．

は概ね 2m 高 い と こ ろ で 2．4m 程度 と な っ て い る．久

留米藩 の 記録 で は，「同夜若 津辺 は高汐 に て 、破損潰

家多し 1 とあり，大詫間よ D さ らに筑後川の 上 流に あ

た る 地域 で も浸水被害が起 き て い る．総合 す る と，有

明海東部 で は標高 2 皿 を超え て 海岸か ら の 距離で は

3km 前後 まで 浸水 は及 んだ と考えられ る．

　有明海 の 西 部 で は福富町誌 （福 富 町 1992） に 「文

政十
一

年戌子 八 月九 liの 大台風 で
……中で も葭車 （よ

し ぐる ま）の堤防決壊 は最 も甚大で そ の切渡 は実に 八

十余問で あ っ た，奔流は 六府方 （ろ っ ぷ か た）
一

円 を

呑み，民家を奪 い 去 り，そ の惨状は 実に 日も当て られ

な い ほ ど で あ っ た 」 と あ る．六府方は現 白石 町六府方

で 海 抜 は 概 ね 2m 程 度 で あ る．有明 海奥 の 西 部 で

は， 2m 内外 の 標高 で 高潮 は 止 ま っ た の で はな い か

と推定 さ れ る ．

　佐賀藩 の 浸水面積，83〔〕8町 （8240ha） は ， 江 戸 時

代に行われ た 全 干拓面積 に 相 当 もし くは超 え る 大 きさ

で あ る．例 えば有明海 ・八 代海総合調査評価委員会報

告書 （環境省 20 6） で は 「有明海 の うち佐賀平野 沖

や 自石平野沖 の 干拓面 積 は ， 江戸時代 5928ha」 と あ

る．ま た ，小池 （1987 ）で は 「佐賀県 に お け る干拓面

積 は 6400ha」 と し て い る．野 間 （1985＞は，古 記 録

や現地調査 か ら過去 の 干拓 の 歴史 を調査 し 江戸 時代 の

十拓領域 を推定 して い るが
， 江戸時代初期の 干拓前線

は概ね標高に平行で TP 上 2m か ら2．5m 未満 の あた

り に あ っ て， こ れ か らも高潮 に よ る 浸水 は TP2m を

超 えるあた りま で 及 ん だ の で は な い か と思わ れ る、

（2）周防灘

　 周防灘の 沿岸 で は全 て の 沿岸で 2m の 潮位 偏 差以

上 と な り，関門海 峡付近 と光
’
市以 東 を除 い て 3m 以

上 と な っ て い る．現在の推定で は満潮時刻を過 ぎて 台

風は来襲 した と考え られ る が，潮位偏差が大 きい こ と

か ら標高 3m 程度 まで 及 んだ もの と考 え られ る、

　 こ の 海 域 で の古文書の 記述 は定性 的 な も の が 多 く，

浸水範囲や浸水高 を推定で き る もの は見つ か っ て い な

い ．日本高潮 史料 に 筑前福 岡 か らの 書 状 と し て 「下 の

関海辺不残打潰、掛 り船 も多分破損仕、凡溺死人五 百

人余 と相見得申候 、下 の 関に て は死人 五 百七人迄相知

候得共 、追 々 浪打 上 り、又 は砂 に 埋 り居 な ども有之、

数未相分 、扨 々 此 度 之 死人 、誠 に 歎 ヶ 敷事 に て、眼 も

当て られ ぬ事に御座候、」，ま た 萩藩の記述に 「海辺は

高潮 に て 別 而痛所 多 し・…・・一．ド関別而海端家高潮 に て 痛

家夥 敷懸 り船不残 損 す。」 と ある．

（3）福岡湾

　 以 下に詳述す る よ うに 子 年の大風 に よ る高潮の特徴

の
一

つ と し て ，福 岡湾 で の 高潮災害 が 上 げら れ る．高

潮シ ミ ュ レ
ーシ ョ ン の結果に よれ ば

， 潮位偏差 は 3m

を超 え て お り満潮時刻 と台風 の 来襲が
一

致 し た の で潮

位 は標 高 4m 近 くに 及 ん だ もの と思 わ れ る．な お ，

福岡湾で も東側 の 湾奥が特 に 高 い 偏差 とな っ て い る．

　 こ の計算結果に符合す る よ うに，前項で 引用し た 日

本 高潮 史料に あ る筑前福 岡 か らの 書状 に は，福岡湾沿

岸で の 被害が詳 し く記述 され て い る．次 に 引用す る．

　
一、風雨強 く西誠人町不残吹倒家 と成、……大汐此

　 　　 町へ 上 り申候

　
一
、奈多浜辺 は大汐故、和田 之 方 へ 迯行、潰家過半

　　　 吹崩汐崩、香椎 の 本迄 汐満、志賀周辺 は 山 の 上

　　　 迄 汐吹 上、崩 所多、博 多新町 辺 は腰 の 上 迄汐

　　　 上 、
一

本 木 の 下迄 汐満．ヒ り申し候 、

　
一、小鳥森 の 裏 川筋 に蛸上 り死居 申候、……

　
…

、此度は誠之大変 に 御座候 、汐 は 向之浜之上、灘

　　　 の 自浜大丘 山辺 の 山打越、西の 方永取 111Fに 汐上
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　　　 り、東香椎 鳥井辺 名島鳥井 に 上 り、野 川之川筋

　　　井 f辺 汐行 申候、

　記述 の 中 に は，奈多，香椎　志賀な ど現在 に も残る

地名が 現 れ る　和田 と い う地名 も出 て くる が 奈多 の 東

に は和 白 とい う地名が あ り似通 っ て い て転記誤 り の uJ

能「生を感じ させ る　また ， 「香惟 の 本迄 汐満 1を香椎

神社 とす ろ と現在 の 抑岸線 よ り 1km 以 ヒ浸水 し た こ

と に な る　 こ の 他高さ が 推定て き る記録 と し て 「一本

木 の 下 迄汐満 ヒり申 し候」に 注 目す う と現
一

本木公園

の 近 くに は標 咼 4m の 水準点 が あ る 　 また平 尾
＝

丁

目に は 24m の 水準点が あ り　 こ の 辺 の 標 「Flは 3m 内

外 て あ り，高潮 は標高 3m 稈度 ま で及 ん た 口」能 ［牛が

あ る　こ こ は福岡湾 の 南岸 に あた っ て お り，東岸 だ け

で な く広範囲 に 浸水被害が 及 ん だ こ と が わ か る

　博 多新町 とい う地 名は 現イ1残 っ て い な い が，付録 B

に 記す よ う に 現右 の 博 多区大博 田］か ら 下呉服町周辺 と

椎定 さ れ，近辺の 水準 点標 同 よ り侵水高は 3m 弱桿

度ま で 及 ん た と推定さ れ る

　 な お ，西誠人 M！に つ い て は当時 の 古地図 に よれぱ福

圍湾岸 に 西職人 町 ， 東職人町 と い う名前が 残 っ て お り

誤記，よ た は誤読に よ る転記誤 りの 可能件も あ る

　 7　 議論

（1）推定 した 台風経路 の 妥

　　当性に つ い て

　 こ こ で は シ
ーボ ル ト台風

に よ る高潮害を類似 し た経

路 と勢力 を も っ て い た と考

え られ ろ 1991年の 台風 9119

弓 に よ る 高潮 と比較 す る こ

とで ，シーボ ル ト台風の 推

疋絳路の 妥当陀に つ い て 考

え る

　第 2 図 に 台風 9119弓の 九

州 北部で の 経路 を示つが

911g号が幾分北偏 し て 進行

して い る ほ か は推 定 し た

シ
ーボル ト台風 の 経路 と よ

く似 て い る

　 台風 9119号に よ る 九州北

部 か ら 周防灘 で 覩測 さ れ た

潮 位偏 差 を 第 8 図 に 示 S

（小 田 巻 ほ か 1993，小 西

ユ995 ，小 西 2  09）　筑後川

34D α

3340

3320

33
”
OO

3240

河 口 の 若津 で 36m ，周 防灘の 小野 田 31m
， 福岡湾 の

博 多17m の 大 きな潮位偏 走 を起 こ して い る　若津の

36m は 伊 勢湾台風 に よ る 名 宀屋 の 記録 （潮 位偏 芹

35m ） を超 え て 潮位記 録 史」 最大 と 思 わ れ る　 ま

た ，時多で は最大偏差時刻が 子潮 に 近 か っ た に も関 わ

らす 大 き な潮位偏差の た め 既往最高潮位を 記録 し，現

在 で もそれ が 博多 の 最高潮位 と な っ て い る

　こ の 図 を シーボ ル ト台風 の 第 5 図 の 幇算結果 と比 へ

る と，有明海，周防灘，福岡湾 で 大 き な潮位偏差 と

な っ て い る こ と な ど，そ の偏差分布の特徴が 良 く似て

い る こ とが わ か る　実際 に シ
ーボ ル ト台風 で 当該 港湾

域で顕著な高潮署 が 生 し た こ と は 訓 飾 て 見 た と お りて

ある　 こ の こ とか ら，ソ ーボル ト台風の経路 等の扣定

が概ね妥当 て ある こ とが わ か る　 また シ
ー

ボ ル ト台鳳

の 推疋 コ ー
ス や 台風9119号 の 経路 ぽ，こ れ ら の 港湾 に

対 して 同 潮災害 に っ い て 極 め て 危険な経路 て あ る こ と

が わ か る

（2）台風強度の推疋 誤芹に つ い て

　⊥ て 行 っ た台風 の 中心気圧 の 推定 に っ い て ，誤差 を

もた らす 要囚 は い くつ か 存在す る が ，こ の う ち 大 き な

影響を 及 ぼ ナ中心伺近の気圧勾配 に つ い て ，議論す ろ

　⊥．の 推定 で は長崎 と 台風中心 の 間の 気 1± 勾配 と し て

伊勢湾台風 の 上 陸時 の もの を使用 したが，同様 に 過 去

12920 　　129
’
40　　13000 　　130

°
20’

第 8 図

13040 　　 13て℃0　　13120 　　131
｝
40　　13200

台 風 9］19号 通 過 時 に 観 測 さ れ た 潮位偏差 （単位　m ）　 円 の 大 き さ

は 偏差 の 大 き さ にJb例 し て い る　 ft線 は 台 風 9119号 の 経路
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に 大 きな災害 をもた ら し た 台風 と し て 室戸台風 と9119

号台風 を考 える．それ ぞれ土陸時に気象観測点 ， 室戸

岬 と佐世保 の す ぐ近傍を 通過 し た ．こ れ ら の 地点 で 観

測 さ れ た気 圧 の 時 間変化 と 台風 中心 の 移 動速 度 か ら

（中央気象台 1935 ；藤井 1992）中心付近 の 気圧勾配

を推定 し た ．そ の結果 ，室 戸台風 で は 0，9〜LOhPa ／

km
，
9119号台風 の 場合 0．2〜0．3hPa ／km と な っ た ．

台風申心の 上陸位置 と長崎 は 30km 程度離れ て い る こ

とか ら，こ れ は 6〜30hPaの 気圧差 に 相 当 し長 崎の

最低気圧 を9．　50hPa と した と き ，
シ
ーボ ル ト台風 の 中

心気圧 は 920〜944hPa の 幅 に 入 る．上 記 の 伊勢湾台

風の 推定は こ の幅の 中の ほ ぼ中央値を使用 した こ と に

相 当す る．

　過去に大災害 を もた ら し た 台風で の最大風速 に つ い

て は，第 3表 に 示 した もの の 他，室戸岬 に お い て 室戸

台風 で 西 の 風 45．Om ／s （20分平 均） が
， 第 二 室 戸 台風

で 西南西の 風66．7m ／s が観測 さ れ て い る．室戸台風

時 の 観測結果 は 20分 平均 で あ る こ と ，第 二 室戸台風時

の 観測値 は 地上 41．7m （海面 ．．冂 8］．．2m ）で 観測 さ れ

て い る た め，他の 地点 の 観測値 と同様 に は扱 え な い ．

そ の 他 の 台風 に よる最大風速 の 観測値 は第 3 表 の 通 り

50〜60m ／s と な っ て い て T 上 で 推 定 し た 値 は こ の 幅

の 巾央値 と な っ て い る．

　 8 ．ま と め

　古文書記録 な どを も と に シ ーボル ト台風 に よ る被害，

台風経路 ，勢力，高潮 の 大 きさを推定 した．その 結 果，

（1） シ ーボ ル ト台風 に よ る佐賀藩 の 被害は，死 者数が

　8，
200〜1  ，600人 （80％横死，20％溺死），負傷者が

　8，900〜11，600人，全壊家屋 が 35 ，000〜42，GOO軒，

　半壞家屋 が 21 ，  00軒程度で あ る．佐賀藩の 人 冂 を 36

　〜37万人 と す る と死亡率は 2〜 3％ とな る．また家

　屋数を 8万軒 とす る と，建物 の 全壊率 は約 5〔〕％ ， 全

　半壊率 は 75％程 度 と な る．

（2）北部九 州 の 被害 は
， 死者数 が 13，000〜19，000人，

　全半壊家屋 が 120，000軒以．ltで ある．

（3）台風 は 長崎 県 の 西彼杵半島 に 上 陸し佐賀市北部 を

　通 っ て 北部九州 を縦断し周防灘か ら 山 口 県 へ 再、ヒ陸

　した もの と思わ れ る．中心 気圧 は 935hPa 程 度，最

　大風速 は55m ／s 程度 と考 え られ る．

（4）顕著な高潮被害は有明海，周防灘，福 岡湾 等 で 生

　じ て い る．土 記 の 台風勢力の 推定を基に し た 数値 シ

　ミ ュ レ ーシ ョ ン に よ れ ば，そ れ ぞ れ4．5m ，3．5m ，

　 3m を 超 え る 潮位 偏差 と な り，古文書 に よ る 被害

地域 と よ く
一

致 す る．

（5）シ ーボ ル ト台風の 高潮害の 特徴は，類似の経路

勢力 で 九州北部 を通過 した 台風 9119号 で 観測 さ れ た

　高潮 と よ く
一
致 して お り，台風 の 経路推定が 妥当で

　あ る こ とを示す ととも に こ の コ ース が九州北部に つ

　い て 極 めて 危険 で ある こ とが わか っ た，

後注 1 ：松浦清 山 （1821
−1841） に よ る．参 考 に した

　文献 は甲子夜話続篇 2 （中村幸彦 ・中野 三 敏校訂，

　東洋文 庫364
， 平凡社 ，

115−116）で あ る．

後注 2 ： 南部長恒 （1834）に よる．参 考に した文献 は

　疏 導要書 （1991発行影写本，坤，鍋島報效会 ，佐賀

　県立図書館所蔵，24−25） で あ る．
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崎出島 で の シ
ーボ ル トの 観 測値 を頂 く と と もに シ

ーボ

ル トの観測に関連 し た情報 を教 え て 頂 き ま した ．佐賀
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第 A1 図　佐賀藩御蔵力 ・御相続方資料．（a ）と （a1 ）は そ れ ぞ れ 同文書 の 表題部 分 と解読 文 を 示 す．同 じ く

　　　　　（b）と （bl）は 中 ほ ど に あ る怪 我 人，死 人 の 部 分 ．（bl）は
一

部 割愛 して い る．（c）と （c1 ）は 同文 書 の

　　　　 最後 の 部分 を示 す，

29

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

398 IR28年 シ
ーボル ト台風 （子 年 の 大風） と 高潮

付録 B ：古文書に記載 さ れ た 福岡湾周辺 の 地名 に つ い

　 　 　 　 て

　本文 に 述 べ た地 点 の うち ， 「博 多新 町 ．1は 古地 図 ，

現在 の 地図で も そ の 地名が 見つ か っ て い な い が ，「博

多」 は那珂川 の東部 を指 し，更に こ の 地域 に は 「新町

流 」な ど の 名前 が 博 多祇園 山笠 な ど に 残 っ て い る．ま

た立石 （1992） に は 「其夜高潮 ニ ヨ リ博 多大浜 ・新町

抔 ハ 町中力潮 二 而腰 二 深 し」 （応年録） とある．「新町

流 」の 地域 に も含まれ る 現在博多区の 「下呉服 町」 と

「大博町 」 は 昭利 40年代 ご ろ ま で は大浜地区 と呼ばれ

て い た こ と か ら
，

こ れ らの 浸水の 記 述は こ の 地 区を示

して い る と考え られ る．国土地理院発行 の 地形 図に は

大博 町近 傍 に 標 高 2m の 水準 点 が 表記 され て お り，

博多新町が こ の 地 域の
一

角を さ す とす る と浸水 し た地

域の潮位 は 3m 弱で あっ た 可能性が高 い と考 えられ る．

　また，小鳥森 は 現在 の 福 岡市南公 園 の 北側 ，桜坂周

辺 と推 定さ れ る．同地形図 に よれ ば， 中洲 の 北西端 に

3．4m の 標高 の 水準点が，ま た桜坂 の 東西 に は 3m と

4m の 水 準 点 が 記 載 さ れ て い る． こ れ ら か ら も 高 潮

の 最高潮位は 3m 内外 に及ん だ可能性が高 い ．

sieboldTyphoon 　 in　l　828　（Otherwise
“

Nenotoshi
” Typhoon ） and

　　　　　　　　 Induced 　Storm　Surges

＊
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