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台風の 「上 陸」 とい う用語 に つ い て

　 1．暴風 ・豪雨が中心 よ りも先に 上陸す る

　台風 の 上 陸予想地 点 と 目 さ れ る 強 い 風雨 の 海岸 に

立 っ た 放送記者が 「台風 は 刻 々 と近 づ い て い ます ！」

と絶叫 す る の が 各局 を通 じて 毎回 の パ ターン に な っ て

い る．だがそ の 中継 の 時間 に は，台風 の 実体 で ある暴

風や 豪雨 は す で に一ヒ陸 し て お り，災害が起 こ り始 め て

い る こ とも多 い の で ある，

　気象庁 は暴風域や暴風域 に 入 る確率 を示 すな ど して

中心 だ け に と らわ れ る こ との な い よ う に 注意 を うな が

して い るが ，実際 に はやは り中心，特に 「上陸」 が重

視 さ れ て い る の が 実状 で あ る．

　 こ こ で は報道関係者や
一
般の 人 々 の 問に あ る そ の よ

う な傾向の 原因が 主 と し て 「上陸」 とい う 用語の 影響

で あ る こ と を指摘 し，そ の 対 策 に つ い て の 私見 を述 べ

て み た い ．

　 2．台風は中心 が最も激 しい はず だ とい う誤解

　 こ れ は 某 テ レ ビ局 の 記者 か ら聞 い た 話 で あ る．

　台風 が ○時頃当地 方 を 通 過 す る と い う の で 風 雨 の な

か 中継車 を港 まで 出 した．岸壁 に打 ち上 げる大波 の 迫

力あ る画面 を期待 し た わ け で あ る．と こ ろ が 港 は 意外

に穏や か で あ っ た し，予定時間を過ぎて も大荒れ に は

な らず無駄骨 で あ っ た，と い う話 で あ る．

　実は こ の台風 は 予定ど お り の時間に 中心 （眼）が 通

り，そ の 後 の ，い わ ゆ る吹 き返 しの 風 も あ ま り強 くな

か っ た ．最 も迫力 あ る 場面 は 記者が 港 に 着 く以前 に

終 っ て い た の で あ る．

　 こ の 記者氏 に 限 らず，一般 の 多 くの 人 々 は台風の 中

心 で 最 も激 しい 現象が 起 こ っ て い る は ず だ と考 え て い

る ら し い の で あ る．

　 「台風 の 風 は，
一

般 に 中心 で 弱 く，中 心 か ら50〜100

km 離れた と こ ろ で 最強 に な り，（中略）300　km 以上

も離れ た と こ ろ で最強 と な る 台風 もあ る」（『気候学 ・

気象学辞典』，二 宮書店）と い う こ とだ し，台風 に 伴う

（直 接・間接 の ）強雨域 は 本土 に 近 づ く頃 に は台風 の 前

面 に 広が り，後面 で は 範囲 が 狭 く雨 も前 面 よ り も弱 い

の が普通 で あ る．こ の ため台風 の 中心 が 上陸 （内陸 で

は中心 が 通過）し た 時 に は 勝負が つ い て い る こ と も多

い はず で ある （洪水な ど は 別 で あ る）．

◎ 1995　 日本 気 象 学 会

　 3 。 「上陸」か らの 連想が誤解を生ん で い る

　 「上陸」 と い う用語 は気象庁 の 予報用語 と し て 定義

さ れ て い る が ，
こ れ は比喩的 また は擬人的な性格の 用

語 で あ っ て気象用語と し て は や や 特殊な例に属す る．

「上陸」は擬人 的 ゆ え に マ ス コ ミ 受 けす る 用語で は あ る

が ，そ の 連想が 飛躍す る と誤解に つ な が る．

　台風 の 上陸，で 連想 さ れ る の は，
“

ノ ル マ ン デ ィ
ー上

陸作戦
”

と か ，一
そ れ 以前 に 敗戦 に な っ た が 一一tt

米軍 の

日本本土上陸
”

な ど の軍事上 の 上陸だ ろ う．

　北 上 す る 大型台風 が 本 土 に 向か っ て 正 面 か ら近 づ い

て くるときの 緊張感 は，敵 の 上 陸を前に した緊迫した

空気 と共通す る も の があ る は ずだ．「．ヒ陸」が重大視 さ

れ るの は この 連想 に よ る と こ ろ が 大 きい と思 われ る，

　 それ に 対 して ，台風 の 中心 が 沿岸 すれすれ に 通 る 場

合に 「上 陸 」 か 否 か ，と い う と き の 「上 陸」 は 意味 が

ち が う．それ は前者が台風 の 本体が本土 を襲 う （か ど

うか ）と い う意味 で あ る の に 対 して ，後者 の 場合 に は，

台風本体の ほ ぼ 半分は すで に 上陸し て お り， そ れ は 中

心 の 軌跡 が海岸線 を切 る か ど うか と い う単 な る幾何学

的な 問題 に す ぎな い ．

　 な お ，当日発表さ れ る 「上陸」は防災の た め の情報

の
一

部 で あ り，後 H の 解析 に よ っ て 行わ れ る 上 陸か 接

近 か の 区分 は 台風統計 の ため の もの で あ る はずだ．そ

の こ と は，予報 ま た は生活情報 と し て 当日発表さ れ る

梅雨 の 入 り ・明 け と，梅雨期終了後決定 さ れ る 気候統

計値 と して の 入 ・出梅 日 と の 関係 と同 じだ ろ う．

　 9311号 は 当 日，九 十 九 里 浜 上 陸，と発表 され た が ，

そ の 後 の 解析 の 結果上陸は取 り消 さ れ た （東京 が 水浸

しに な っ た の は 台風が 「上陸」 した か らで はなか っ た

の で ある）．

　 そ の 上陸取 り消 しを伝 える毎 日 （大阪，9月1日） は

「台風 11号，関東 上 陸 は幻 」と い う見出 しで 記事 を 載 せ

て い る （東京朝日 も 同 じ見出し で あ っ た ）．こ の よ う な

「上 陸」 に 対す る 固執 は ，軍事上 の 上陸の 成・
否 や ，密
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56 台 風 の 「上 陸 」 と い う用語 に つ い て

航者の 上陸の有 ・無 の よ うに，台風 の 場合に お い て

も，「上陸」した か 否 か は重大問題 で あ る はずだ ，と い

う連想が働 い て い る もの と考 え られ る の で あ る．

　 4 ．軍事上 の 上陸 は最初 の 上陸で代表 され る

　10数日間に わ た る ノ ル マ ン デ ィ
ー海岸 へ の 大上陸作

戦 は そ の 第 1 日が 上 陸 の 日 （D デー
） と し て 戦史 に 記

録 され て い る．だが こ の 大作戦 の 代表者 で ある総司令

官ア イ ゼ ン ハ ウ ア ー将軍 の 上 陸日 を記戴 した 史料は 少

な い （D デ
ー

か ら 6 目後 で あ っ た と い う）．また 太平洋

戦争 に お け る米軍の 硫黄島上陸 も沖縄本島上 陸 も最初

の 上陸 日が 上陸 の 囗 と され て い る．

　軍事上 の 上陸 ばか りで な く，一
般 に 大 きなイ ベ ン ト

に つ い て は，そ の 初 H ま た は最初の 場所 が 重視 さ れ て

全体 の 代表 として 記録 に 残 され るの が 普通 で ある．

　
一

方台風 の 場 合 に は，そ の 実戦部隊 と も言 う べ き 暴

風や豪雨 が まず上陸す る の だ が ， そ れ で は な く， 台風

（全体 ）の 代表者 に あたる中心 （眼）の 静 か な上 陸を もっ

て気象学上 の 「上陸」と定義し て い る の で あ る．

　 この よ うに ， 台風の 上陸の 定義が ， 上陸と い う言葉

か ら連想 さ れ る 常識 的 な 意味 と は ち が っ た 形 で 定義さ

れ て い る こ とが 人 々 の 理解 を混乱 さ せ る
一

因 に な っ て

い る も の と考え ら れ る．

　 5． 「再上陸」が もたらす弊害

　台風 中心 が 内海を通過 し た 場 合 に は 「台風 は ○時頃

広島県 A 市付近 に 再上陸 した」 と い っ た情報 が 発表 さ

れ る の だが，こ れ は 考えて み る と お か しな話 で あ る．

直径数百 km の 台風 が 池 の よ うな 内海 を そ の 中心 が

通 っ た か ら と い っ て 「再 lt陸 し た 」 と発表す る 必要が

あ る の だ ろ う か
’ 1
．

　言葉 か ら もの ご と を判断す る タ イ プの人の 立場で考

え て み る と，そ の 台風 の 大 き さ は 内海 の 幅 よ り も か な

り小 さ い もの と な る は ず で あ る．そ の うえ，再上陸地

点 が 上 陸 の 場合と同様 に 市町村単位で 示 さ れ る の だ か

ら，人 々 は，「台風 は 小 さ い の だ」とい う暗示 を くり返

し か け られ て い る よ うな状態 に な っ て い る で は ない だ

ろ うか ，

　ま た，上陸 ・再一ヒ陸 の ほ か，中心が現在 ど こ に ある

か とい う情報が刻々 （毎時）発表 さ れ る こ とか ら，人 々

は ，中心 が 最 も危険 な の だ （中心 が 来 な け れ ば 大 丈 夫 だ

ろ う）と思 い 込むよう に もな っ て い るようで あ る．

　筆者の 以 前の 経験で は ， 「台風は今 ど こ か 」と尋ね て

くる 人 は多 い が，「台風 の 中心 は 」 と い う人 は い な い ．

そ の 質問者 の 多くは中心位置 を聞 い ただけで 納得 する

らしい の で ，か え っ て こ ち ら が 心 配 に な る ぐ ら い で

あ っ た．また 「台風 は来 るの か 」 とい う質問 も多 い の

だ が， こ れ に は毎度返 答 に 窮し た．質問者 に 尋 ね て み

ると，そ の 意味 は 「台風 の 中心 が 自分 の 住 ん で い る X

市 を 通 る の か，Yes か No か 」 とい う主 旨 （か そ れ に

近 い 感覚） だ と い う こ とが 多 か っ た の で あ る．

　 6 ．部外 へ の 情報 ・解説で は 「台風の 中心は」とす

　　　 べ きである．

　気象庁部 内 で は，「台風 の 中心 は 」と 言 うべ き と こ ろ

を 「台風 は 」 と言 い 習 わ し て い る．部 内で の や り と り

で あれ ば問題 は な い の だ が ，そ の 習慣 が 部外 で も一一般

化 して い る と こ ろ に も誤解の 原因が あ る よ うだ
’ 2

，

　 「台風 は 」と言え ば本来は台風全体を指す わ け だ が ，

台風 と い うもの を経路図上 の 点 と 認識 し て い る 人 で あ

れ ば ， そ れ は言葉どうり台風全体 を意味す る もの と素

直 に 理解 （誤解）す る こ と に な る だ ろ う．

　 「上陸」 や中心 が 必要以上 に 重視 さ れ る原因 は，こ

の ように 中心 を指 して 「台風」 と呼 ぶ と こ ろ か ら も来

て い る も の と考え ら れ る．従 っ て，部外へ の情報や 解

説 で は必ず 「の中心 」をつ けるべ きで ある．例えば，

　 「台風 の 中心 は○○付近 に あ り
…

」

　 「台風 の 中心 は ⊂り○付近を 通過 し…
」

な ど で ある．

　そ の外に 「外れ る」や 「か す め る」な ども使 わ れ て

い る．だ が これ ら の 用語が 単に台風の 中心 の経路 を表

現す る た め に 用 い られ る の で あ れ ば 「上 陸」 や 「再 ヒ

陸」と同じ弊害を生 じる こ と に な る だ ろ う．

　87ユ9号 の 場 合，最 も被害の 大 き か っ た の は，台風 の

中心 が 上 陸 した 高知県 で も，通 過 した 徳島県 で も T ま

た 再上陸 した 兵庫県で もな か っ た．それ は，台風 の 中

心 が か す め た 香川県 で あ り，コ ー
ス か ら外 れ た 鳥取県

で あ っ た． こ の
一

例 は大変教訓的 で はな い だ ろ うか ．

　 も っ と もこ の 種 の 「教訓」 は 数 え上 げれ ばき りが な

い ．さ き の 9311号 が そ う で あ っ た し， リ ン ゴ に未曽有

の 大被害 を もた ら した 9119号 の 中心 は 青森県 の は る か

“

瀬 戸内海 で は海上 に 県境 が 引か れ て い る．こ の 点 か ら

　 も内海 と陸 と を分 け る必要が な い こ と に な る．

’z
最近 は台 風 指 示 報 （気 象庁 本 庁 の 部 内情 報 の

一
つ ） で

　 は，「台風 の 中心 が 上 陸」と な っ て い る こ と が 多 くな っ

　た と聞 い て い るが ，筆者 は，放送・新聞 と も 1の 中心」

　が っ い た 上 陸報道 は まだ 見た こ とが な い ，

56
“

大 気
”

42，1 ．
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沖 を通 っ た の で あ る，な ど な ど…で あ る，

　莫大 な 損害 と 引 き換 え に 遺 さ れ た こ れ ら の 教訓 は，

上 陸・中心偏重 の是正 に有効に活用 した い も の で あ る．

7 ．台風情報を正 しく理 解して もらうた め に

・情報の 重点を暴風 と豪雨の 動向に お く．
・中心 は 台風 （全体） を代表す る もの で あ る が 台風 そ

の も の で は な い こ と を は っ き り さ せ る．
・中心 の 上 陸が 最重要情報で あ る と受 け取ら れ る よ う

な扱 い は しない ．
・上陸 の 情報は 「上 陸」を 用 い な い 表現が望 ま し い ．

「四国沖 を北 上 中 の 台風○号 は ○時頃 そ の 中心 が 高

知市付近 に達した」の よう に で あ る．（「上陸」 を使

　うの な ら 「台風 の 中心 が 上 陸」 で あ る ）

・本土 の
…

部が暴風域 に 入 る 状況 に なれば （実際上 の

上陸 な の だ か ら）「上陸 の お そ れ 」は 使用 し な い ．

。中心位置 の 表現 に は必 ず 「の 中心」 をつ ける．
・「再上 陸」 の 情報 はやめ る．
・以 ヒの 主旨 を報道機関 や 市 民 に 理解 し て も ら う，

　補遺　　　もう
一

つ の 誤解用語 『宣言』

　比喩的用語が誤解を生 む例 と し て も う
一

つ
， 梅雨や

桜 に 用 い ら れ るr宣言』が あ る，も っ と も こ の 方 は 1960

年代 か ら使 わ れ る よう に な っ た マ ス コ ミ 用語 な の だ

が ，
い つ の 間に か （そ の 生 み の親に ま で ）気象庁の 用

語 だ と思 い 込 ま れ る よ うに な っ て し ま っ た た め，誤解

や行 き違 い がたびたび起 こ っ た の で あ っ た
＋ 3

（最近 は

『宣言』の 使用 は減 っ て きた よ うで あ る．今年の 梅雨 の

入 り ・明 け を 報 じ る大阪 の 各紙 は ほ と ん ど 「発表」 を

用 い て い た し，放送 で も
一

部 の 局 か ら r宣言』 が聞 か

れ る程度 で あ っ た と思 う．た だ し今年の桜の 開花は各

紙揃っ て 『宣言』 で あ っ た ）．

　 「宣言 とい うい い 方 に は ど う もな じめない 」 と い う

天 声人語氏は ， 「あ い ま い な もの を む り に 明確に し よ う

とい う癖が わ れ わ れ に は あ っ て ，こ れ は戒 し む べ き こ

と な の だが 」 と して い る．（1980．7．20）

　 そ の 「む り に明確に し よ う とい う癖」は台風 に も現

われ て い る よ うで あ る，「上 陸」は現 実 か 幻 か ，とい う

こ だ わ りや ，台風 の 中心 の 上 陸 を 『上陸宣言』的 に 扱

寧3 ・気 象庁 広 報 室 （平 塚 和 夫），1983 ：や め て も ら い た い

　 言葉，梅 雨 ・開 花の 宣言，気象庁ニ ュ
ース 915号 ，

　
・
松本　 久 ， 1987 ； 「宣言」 と い う言葉 に つ い て，測

　 候 時報 ，54，4 ，201−205．

う姿勢が そ れ に当た る だ ろ う．

　気象 と い う境 目の な い 自然現象 は ，事件 ・事故 と は

異 な り ， 「5WIH 」の 原則に は本来な じ み に くい 対象

で は な い だ ろ うか ．「上 陸」 の 扱 い に っ い て も 「宣言』

同様に ご一
考を願 い た い の で あ る．

　　　　　　　 （日本気象協会奈良支部　松本　久）

「会員の 広場」松本久氏の 意見に 対す る コ メ ン ト

　　　　　　　　　大西晴夫 （気象庁予報部予報課）

　 「会員 の 広場」に 投稿 さ れ た松本久会 員 の 「台風 の

上 陸」 と い う用語 を 用 い る こ と か ら生 じ る 弊害 に つ い

て の 指摘 に 関連 し て ，気象庁 で 台風予報 に 携わ っ て き

た 立場か ら若干の コ メ ン トをした い ．

　 ま ず t 台風 の 中心 が 海岸線 を横切 っ て 内陸 に 達 し た

か どうか だけを問題 に す る こ とに対 す る 批判 に つ い て

は ま っ た く同感 で あ る．気象庁 も同 じ見地 か ら，台風

中心 が 「上陸」す るか ど うか よ りも，暴風域 に 入 るか

どうか ，どの 程度 の 大雨 が 見込 まれ る か など に 力点 を

置 い て情報を出 し，解説を 行 う よ うに 心 が け て い る．

　 最近 は 台風情報 の 作成過程 も計算機 と の 対話処理 が

進 み，「台風第○号 の 中心 は 北緯○度，東経○度 に あ り」

と自動的に 「中心」が付加 さ れ る仕組み に な っ て お り，

上 陸 に つ い て も 「台風 の 中心 が 知歌山県南部 に 上 陸」

と 「中心」を付け て 表現す る こ と に な っ て い る．し か

し ， 報道関係に は ， で き る だ け 短 い 言葉で イ ン パ ク ト

の あ る報道 を と の 別 の 論理 が あ り，「台風 の 中心 が 上

陸 」で は な く 「台風が上陸」の 見出 しが紙面 を飾 る こ

と に な る が ，こ の こ と に 対 し て 特 に 「行政指導」な ど

は行 っ て い な い ．

　
一

方，台風 の 眼 は 穏や か な気象状態 で あっ て も，そ

の す ぐ外側で 域 内の最大風 速 や最大降水強度が観測 さ

れ る こ とが 多 く，中心 が 通過 した付近 の 被害 が 最 も大

きい の が
一

般的 で あ る た め，「中心」が防災上 の情報価

値 を も っ て い る こ と も否 め な い ．進路予報 を表現 す る

の に も，中心 が ど う移動す る か で 説明 す る の が一
番無

理 が な い し，理 解 もさ れ や す い ．

　 結論的に い え ば ， 「中心」に 過度の ウ エ イ トを か け る

こ と は正 し くな い と 同時 に ，「中心」を無視 して しまう

こ と も行き 過 ぎだ と 思 う．「上陸」と い う用語が 適切 か

との 問題は残る が ，今後 と も防災 に 役立 つ 情報の 出し

方 に 配慮 しなが ら こ の 問題 に 対処 して い きた い ．
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