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国際宇宙ステーション（ISS）から撮影さ
れた、日本周辺を通過する令和 3年台風
第 10 号（2021年 8 月 8 日 午 前 11 時
半ごろ）。8 月5日に沖縄付近で発生した
台風は、東海・関東沖を通過。上陸はしま
せんでしたが、三宅島では24時間雨量で
267 mm と 8 月1か月分を上回る雨量
を観測しました。また、このころ日本付近
には台風第 9 号、10号、11号と 3 つの
台風が発生していました。 
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台風とハリケーンやサイクロンはどう違うのでしょうか?

どれも発達した熱帯低気圧の呼び名です。赤道から少し離
れた熱帯や亜熱帯の、海上で生まれる低気圧を「熱帯低気
圧」といいます。日本では、最大地上風速（10 分間平均）
が約17ｍ毎秒以上の熱帯低気圧を「台風」とよんでいます。
米国では最大地上風速（1分間平均）が約33ｍ毎秒以上の
ものを「タイフーン」とよびます。発達した熱帯低気圧はど
こで発生したかではなく、どこにあるかによって、上の図の
ように台風（タイフーン）、ハリケーン、サイクロンと呼び名が
変わります。そのため、北太平洋東部で発生したハリケー
ンが西に進んで、東経180度を越えると、その時点から台風
とよばれるようになります。こうした台風を「越境台風」と
いいます。 
台風とハリケーンやサイクロンはどう違うのでしょうか?
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▲発達した熱帯低気圧の地域による呼び名の違い 
北半球では東経100度から東経180度にあるものを台風、100 度以西をサイクロン、180度以東（～西経140度）をハリケーンとよぶ。南半球ではサ
イクロンとよぶ。 橙色は熱帯低気圧が発生しやすいエリア。矢印は代表的な進路。 熱帯低気圧の渦は、北半球では反時計回り、南半球では時計回りとなる。

▲ 2015年 8月にハワイの南海上で発生した
熱帯低気圧はハリケーン「キロ（Kilo）」と命名
されて西進し、日本時間9月1日15時、北緯
22度55分で東経180度の経線に達し、台風
第17号（越境台風）になった。17 号は日本
の東の海上を進み、11日に北緯43度、東経
148度で温帯低気圧になった。 
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サイクロン（インド洋西部） 衛星画像：NASA 

イラスト：丹治美佐子 
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