
死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

１９５０
（昭２５）
９．３

台風第２８号
（ジェーン台風）

全域

台風第２８号が紀伊水道に入り、若狭湾
に抜けた。風による被害が大きかった。
最大風速　津　　 　　ＳＥ　　２８．４m/s
最大風速　尾鷲　　　Ｓ　　　２０．８m/s
総降水量　津　　　　　 ６５㎜
総降水量　尾鷲　　　４０１㎜

3 22 197 317 56 159

１９５３
（昭２８）
８．１５

前線
北勢
伊賀

日本海から南下した前線による豪雨で、
伊賀地方で山崩れにより、多数の人命を
失う大惨事となった。
総降水量　上野　　　２９１㎜
総降水量　尾鷲　　　４６１㎜

32 243 199 152 2240 10571

１９５３
（昭２８）
９．２５

台風第１３号 全域

台風第１３号が熊野灘を北上、志摩半島
を横切り知多半島に上陸した。満潮と重
なり高潮で海岸線がほとんど壊滅、未曾
有の大被害となった。
最大風速　津　　　　 Ｅ　　　２３．６m/s
最大風速　尾鷲　　　ＥＮＥ　２２．０m/s
総降水量　津　　　　 ２２５㎜
総降水量　尾鷲　　　４０８㎜
最高潮位（標高）　鳥羽　　１７５㎝

44 910 1465 3472 37706 31726

１９５６
（昭３１）
９．２５
～２７

台風第１５号 全域

台風第１５号が志摩半島沖を通過し、御
前崎付近に上陸した。関西線加太付近
で山崩れが発生、列車転落により犠牲者
が多数。
最大風速　津　　　　 ＮＮＷ　１７．７m/s
最大風速　亀山　　　ＮＷ　　１８．０m/s
総降水量　津　　　　 １７２㎜
総降水量　亀山　　　２３８㎜

12 9 6 19 751 5291

１９５８
（昭３３）
１．２６
～２７

低気圧
南部の
海上

日本海低気圧の発達で海上は大しけと
なり、紀勢町、南勢町の漁船が相次いで
遭難。南勢町田曽浦でタンカーが沈没。
最大風速　亀山　　　ＮＷ　　１７．７m/s
最大風速　尾鷲　　　Ｗ　　　１２．４m/s

11　 　 　 　 　

１９５９
（昭３４）
８．１２
～１４

台風第７号 全域

台風第７号が静岡県富士川市付近に上
陸し、前線の活発化により大雨となった。
特に北勢地方の多度川が決壊し、被害
甚大。
総降水量　津　　　　 ４６４㎜
総降水量　亀山　　　４６８㎜
総降水量　上野　　　２２２㎜
総降水量　尾鷲　　　５３０㎜

4 3 28 38 5415 16752

三重県における主な気象災害（1945年以降）

2017年12月15日現在

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

１９５９
（昭３４）
９．２３
～２６

台風第１５号
（伊勢湾台風）

全域

台風第１５号は非常に大きな暴風域を
保ったまま潮岬付近に上陸し、三重県の
西側を北上した。上陸時の中心気圧は９
２９．５mbで、この値は室戸、枕崎台風と
並ぶ明治以後の３大台風に数えられる。
上陸時の暴風域は半径２５０㎞、中心付
近の最大風速は５０m/sであった。台風
経路の右側にあたる伊勢湾沿岸に２６日
夜に来襲し、高潮と烈風により壊滅的な
被害を受けた。
最大風速　津　　　　 ＥＳＥ　３６．８m/s
最大風速　亀山　　　ＳＥ　　２８．４m/s
最大風速　上野　　　Ｅ　　　２４．２m/s
最大風速　尾鷲　　　ＳＥ　　２８．１m/s
総降水量　津　　　　 ４０５㎜
総降水量　亀山　　　３１１㎜
総降水量　上野　　　３３３㎜
総降水量　尾鷲　　　６８９㎜

三重県
1273
愛知県
3351
総数
5041

三重県
4625
総数
38838

5208 12192 44423 35806

１９６０
（昭３５）
１０．６
～７

低気圧と前線 南部

南岸に停滞した前線の活発化で、南部
大雨により、伊勢湾台風にも勝る被害。
７日降水量　尾鷲　　　５２１㎜ 6 6 34 13 1304 2645

１９６１
（昭３６）
６．２４
～２９

梅雨前線
（昭和36年

梅雨前線豪雨）
全域

南岸に停滞した梅雨前線の活発化で、
北部と南部で大雨、特に北勢地方で被
害甚大。
総降水量　津　　　 　５５９㎜
総降水量　亀山　　　５８８㎜
総降水量　上野　　　３８５㎜
総降水量　尾鷲　　１０５７㎜

15 11 16 37 2235 13100

１９６１
（昭３６）
９．１６

台風第１８号
（第２室戸台風）

全域

台風第１８号が室戸岬の西に上陸し、猛
烈な暴風雨となり、大きな被害を受けた。
最大風速　津　　　　 ＳＳＥ  　２７．４m/s
最大風速　亀山　　　ＷＳＷ　２３．３m/s
最大風速　上野　　　ＳＳＷ 　２０．７m/s
最大風速　尾鷲　　　ＥＳＥ　  １５．７m/s
総降水量　津　　　　 １２６㎜
総降水量　亀山　　　１２５㎜
総降水量　上野　　　　６５㎜
総降水量　尾鷲　　　３２１㎜

3 54 207 491 61 3068

１９６５
（昭４０）
９．１７

台風第２４号
と前線

全域

台風第２４号が熊野灘沿岸から、志摩半
島に上陸、伊勢湾口を縦断した。台風の
北上に伴い、本州南岸の前線が活発化
し大雨となった。
最大風速　津　　　　 ＮＷ　　 ２２．５m/s
最大風速　尾鷲　　　ＷＮＷ　１６．５m/s
総降水量　津　　　　 ２１４㎜
総降水量　尾鷲　　　６１１㎜

2 8 12 50 1038 8264

１９６７
（昭４２）
１０．２７
～２８

台風第３４号 全域

台風第３４号が志摩半島をかすめ、愛知
県南部に上陸した。熊野市の国道４２号
線改修工事現場で鉄砲水が発生し、犠
牲者多数。
総降水量　津　　　　 ２３２㎜
総降水量　上野　　　１３６㎜
総降水量　尾鷲　　　４０１㎜

23 4 16 19 666 5788



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

１９７１
（昭４６）
８．３０
～３１

台風第２３号 全域

台風第２３号が九州佐多岬に上陸、紀伊
半島を横断し本県中部を通った。大雨に
よる被害が大きかった。
最大風速　津　　　　 ＥＳＥ　１９．２m/s
最大風速　尾鷲　　　Ｅ　　　１１．５m/s
総降水量　津　　　　 ３０４㎜
総降水量　尾鷲　　　５６０㎜

4 11 18 6 3397 15284

１９７１
（昭４６）
９．９
～１０

前線
南部

（尾鷲市）
（熊野市）

台風第２５号が通過後、前線が北上活発
化、尾鷲で記録的な豪雨となった。急傾
斜地での崩壊で犠牲者多数。
総降水量　木本　　　６３２㎜
総降水量　尾鷲　　１０９５㎜
最大１時間降水量　尾鷲　　９２㎜

42 39 63 8 459 741

１９７１
（昭４６）
９．２６

台風第２９号 全域

台風第２９号が紀伊半島南端に上陸し、
尾鷲付近から伊勢湾に入った。規模は小
さかったが、県内一帯が大雨となった。
高波により釣り人が遭難した。
最大風速　津　　　　 ＮＷ　 １５．２m/s
最大風速　尾鷲　　　ＥＮＥ　１１．３m/s
総降水量　津　　　　 １８２㎜
総降水量　尾鷲　　　２０３㎜

8 4 6 3 2254 18832

１９７４
（昭４９）
７．６
～８

台風第８号
と前線

全域
（伊賀を除
く）

台風第８号が九州西方海上を北上、梅
雨前線の影響で県下は断続的に強雨が
降り、伊勢志摩や南部では４００～５００
㎜の大雨となった。
総降水量　津　　　　 １３４㎜
総降水量　尾鷲　　　５３５㎜

2 8 8 9 3343 11146

１９７４
（昭４９）
７．２４
～２５

低気圧
北部
中部

南岸を東進した低気圧が紀伊半島の南
海上から北上し、三重県を縦断した。山
間部で４００～５００㎜、平野部で３００㎜
を超える大雨となった。
総降水量　津　　　　 ３３１㎜
総降水量　四日市　 ３０６㎜

10 24 25 25 14333 27538

１９７６
（昭５１）
９．８
～１３

台風第１７号
と前線

北部
中部

台風第１７号が九州南西海上に停滞、前
線が日本海から南下、６日間にわたる降
雨が続いた。特に飯南、多気の両郡では
豪雨となり、大被害を受けた。
総降水量　津　　　　　５７４㎜
総降水量　四日市　　５７５㎜
総降水量　粥見　　 １００２㎜
総降水量　大台　　 １０５４㎜

2 2 5 8 1554 10299

１９８２
（昭５７）
８．１
～３

台風第１０号
と前線

全域

台風第１０号が志摩半島をかすめ、渥美
半島西部に上陸した。中部で大雨とな
り、名松線の前線が土砂崩れのため不
通となり、嬉野町小原で民家４棟が土砂
で押しつぶされた。その後南岸の前線と
台風第９号から変わった低気圧による大
雨で、南勢地方で多くの浸水被害が発生
した。
総降水量　津　　　　 ３４２㎜
総降水量　上野　　　３６２㎜
総降水量　尾鷲　　　５８０㎜

24 17 88 111 1875 7060



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

１９８８
（昭６３）
８．１５
～１６

台風第１１号
台風第１３号

全域

台風第１１号が１５日２０時に潮岬付近に
上陸し、上陸後熱帯低気圧となり紀伊半
島を北上。また別の熱帯低気圧が１６日
０９時に台風第１３号となり、伊勢湾を北
上。このため、北中部を中心に大雨によ
る浸水害が発生。
総降水量　津　　　　 ２１０㎜
総降水量　亀山　　　２５６㎜
総降水量　尾鷲　　　２４８㎜

   28 70 1725

１９８９
（平１）
９．５
～６

前線 北・中部

本州付近に停滞する前線の影響により
北中部で大雨となり、浸水害が発生。
総降水量　津　　　　 １６４㎜
総降水量　桑名　　　１８２㎜
総降水量　四日市　 １８８㎜

    24 1446

１９９０
（平２）
９．１９
～２０

台風第１９号
と前線

全域

台風第１９号が１９日20時過ぎに和歌山
県白浜町付近に上陸した後、夜にかけて
三重県を縦断し、県内は各地で激しい風
雨に見舞われ、多くの被害が発生した。
最大風速　　　津　　　　ＥＳＥ　３２．６m/s
最大風速　　　四日市　ＳＥ　　２０．２m/s
最大風速　　　尾鷲　　 ＳＳＥ　２２．０m/s
最大瞬間風速 津　　　 ＥＳＥ　４３．９m/s
最大瞬間風速 四日市 ＥＳＥ　４０．２m/s
最大瞬間風速 尾鷲　　ＳＥ　　５６．１m/s
総降水量　津　　　　 １１９㎜
総降水量　尾鷲　　　３３２㎜

　 18 28 14579 80 458

１９９０
（平２）
９．２９
～３０

台風第２０号 全域

台風第２０号は３０日９時３０分頃和歌山
県白浜町付近に上陸し、北東進して県南
部から志摩半島を通過し海上へ抜けた。
この台風により全域で激しい風・雨に見
舞われ、松阪市と大台町で増水した川に
転落して２名が死亡したほか、多数の浸
水害が発生した。
総降水量　津　　　　 ２０４．５㎜
総降水量　宮川　　  　　４０５㎜
総降水量　尾鷲　　　５０８．５㎜
最大１時間降水量　宮川　　　 ８７㎜
最大１時間降水量　尾鷲　 ９１．０㎜

2 3 2 48 67 1246

１９９１
（平３）
９．１８
～１９

台風第１８号
と前線

全域

本州付近に停滞していた秋雨前線と本
州の南海上を北東進する台風第１８号の
影響で、県内各地で激しい雨に見舞わ
れ、紀州から志摩半島を中心に３００～５
００㎜の大雨となった。
総降水量　津　　　　 １９８．０㎜
総降水量　四日市　 １８４．５㎜
総降水量　鳥羽　　　　　４８４㎜
総降水量　尾鷲　　　５３７．０㎜

2 2 2 22 168 1019

１９９３
（平５）
１１．１２
～１３

低気圧
中部
南部

四国付近の低気圧が発達して北東に進
み、南海上から暖かく湿った空気が流れ
込んだため、県内の所々で大雨となっ
た。
総降水量　津　　　　 １８９．５㎜
総降水量　宮川　  　　　２９５㎜
総降水量　尾鷲　　　４４３．０㎜
１時間降水量　 津　 　７６．０㎜

　 　 　 1 61 1303



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

１９９４
（平６）
９．２８
～３０

台風第２６号 全域

台風第２６号は２９日１９時過ぎに和歌山
県南部に上陸した後、夜にかけて三重県
の西側を通過した。県内は各地で暴風雨
に見舞われ、多くの住宅や農業、林業、
養殖漁業などに大きな被害が発生した。
また、津市雲出鋼管町の日本鋼管津製
作所で、岸壁に係留していた建造中の貨
物船２隻（ともに１５万ｔ）の綱が切れて流
され、約２㎞離れた御殿場海岸に並んで
乗り上げた。
最大風速　　　 津　　　 ＥＳＥ  ３４．１m/s
最大風速　　　 四日市 ＥＳＥ  ２１．８m/s
最大風速　　　 上野　　Ｅ　　  １７．５m/s
最大風速　　　 尾鷲　  Ｅ　　　２１．４m/s
最大瞬間風速 津　 　　ＥＳＥ ４８．７m/s
最大瞬間風速 四日市 ＥＳＥ ４３．１m/s
総降水量　津　　　　 １１７．０㎜
総降水量　尾鷲　　　４５２．０㎜

 4 4 2049 118 417

１９９７
（平９）
７．２５
～２７

台風第９号 全域

台風第９号は２６日１７時過ぎ徳島県阿
南市付近に上陸した後、岡山県に再上
陸した。県内は各地で暴風雨に見舞わ
れ、被害は全域に及んだ。
最大風速　　　 津　　　 Ｅ  　　２６．６m/s
最大風速　　　 上野　　Ｅ  　　２０．２m/s
最大風速　　 　尾鷲　　Ｅ　　　１９．３m/s
最大瞬間風速 津　　 　ＥＳＥ　３５．４m/s
最大瞬間風速 上野　　ＥＮＥ　３８．１m/s
最大瞬間風速 尾鷲　　ＥＮＥ　３８．３m/s
総降水量　　　 津　　　１３３．５㎜
総降水量　　　 宮川　　　 ７８６㎜
総降水量　　　 尾鷲　 ６０２．０㎜

 1 2 41 133 239

１９９８
（平１０）
９．２１
～２４

台風第７号
台風第８号

全域

台風第８号は２１日１６時前和歌山県田
辺市付近に上陸した後、温帯低気圧に
弱まったが、続いて北上した台風第７号
が２２日１３時過ぎ和歌山県御坊市付近
に上陸し、夕方にかけて三重県の西側を
通過した。県内は各地で暴風に見舞わ
れ、多くの死者、けが人等被害が発生し
た。
最大風速　　　 津　　　 ＳＥ　   ２９．８m/s
最大風速　　　 四日市 ＷＳＷ ２４．１m/s
最大風速　　　 上野　　ＳＷ　　２５．９m/s
最大風速　　　 尾鷲　　ＳＳＥ　１９．７m/s
最大瞬間風速 津　　　 ＳＳＥ　 ４８．０m/s
最大瞬間風速 四日市 ＷＳＷ　４９．４
m/s
最大瞬間風速 上野　　ＳＳＷ　５６．４m/s
最大瞬間風速 尾鷲　　ＷＳＷ　４４．０
m/s
総降水量　　　 津　　　 １１５．０㎜
総降水量　　　 尾鷲　　３３７．５㎜

3 92 6 4345 14 16

２０００
（平１２）
９．１０
～１２

台風第１４号
と前線

全域

南海上の台風第１４号や日本海の前線
の影響で南から暖かく湿った空気が入
り、大気の状態が不安定となり県内の各
所で豪雨となった。
総降水量　　　 津　　　　 ３５４．５㎜
総降水量　　　 桑名　　　　　４３１㎜
総降水量　　　 宮川　　　　　６５５㎜
総降水量　　　 尾鷲　　　６４７．５㎜

1 1　 3 319 3064



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

２００１
（平１３）
９．３０
～１０．１

低気圧と前線 南部

東シナ海の前線上に発生した低気圧が
日本海を発達しながら北東進し、三陸沖
に進んだ。暖かく湿った空気が入り、南
部で大雨となった。
総降水量　　　 尾鷲　　３７２．０㎜
総降水量　　　 熊野　　　　２８５㎜
総降水量　　　 御浜　　　　３７７㎜

　 　 1 8 241 487

２００４
（平１６）
９．２８
～３０

台風第２１号
と前線

全域

台風第２１号が九州の西海上を北東進
し、２９日０８時３０分頃鹿児島県串木野
市付近に上陸し、高知県宿毛市付近に
再上陸した後大阪市付近へ達した。本州
付近に停滞した前線に向かって南東から
暖かく湿った気流が流れ込み、２８日夜
から激しい雨が降り出し、２９日朝から昼
過ぎにかけて紀勢・東紀州や中部を中心
に記録的な大雨となった。宮川村では大
規模な斜面崩壊や土石流などがいたる
所で発生し、死者６人、行方不明１人、重
傷者２人、海山町では町内を流れる船津
川の氾濫により死者２人、床上浸水１６２
５棟と、いずれも過去に経験したことのな
い大災害となった。また、津市内でも床
上浸水４５１棟の大きな災害となった。
総降水量　　　 津　　　　 ４４０．５㎜
総降水量　　　 粥見　　　  　５７５㎜
総降水量　　　 尾鷲　　　８７６．０㎜
総降水量　　　 御浜　　　 　 ４２４㎜
最大１時間降水量　尾鷲　１３３．５㎜
最大１時間降水量　宮川　　　１３９㎜

10 2 35 52 2512 3208

２００７
（平１９）
２．１４
～１５

低気圧
南部の
海上

日本海低気圧の発達で海上では南西の
風が非常に強く、外海でしけとなり、大王
埼灯台沖で貨物船が沈没。
最大風速　　　 尾鷲　　Ｗ　　　１２．４m/s
最大瞬間風速 尾鷲　　Ｗ　　　２４．２m/s

9　 　 　 　 　

２００９
（平２１）
１０．７
～８

台風第１８号 全域

台風第１８号は８日０時には潮岬の南海
上から三重県南部沿岸を北東に進み、５
時過ぎに愛知県知多半島付近に上陸
し、本州を北東に進んだ。県内は各地で
暴風雨に見舞われ、被害は全域に及ん
だ。
最大風速　　　 津　　   ＮＮＷ　２５．１m/s
最大風速　　　 尾鷲　　ＮＥ　　 ２３．６m/s
最大瞬間風速 津　      Ｎ　　　 ３７．３
m/s
最大瞬間風速 尾鷲　   ＮＮＥ　４２．０
m/s
総降水量　　　 津　　　　 　　 １９４．０㎜
総降水量　     尾鷲　　 　　　２７２．５㎜
最大１時間降水量　津           ７２．５㎜

 3　 211 18 161



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

２０１１
（平２３）
８．３０
～９．５

台風第１２号 全域

台風第１２号は９月３日１０時前に高知県
東部に上陸してゆっくりとした速度で北上
し、１８時頃に岡山県南部に再上陸した
後、中国地方を北上して４日未明に日本
海へ抜けた。１日から５日朝にかけて南
部を中心に長時間にわたって激しい雨が
降ったため、記録的な降水量となり、土
砂災害、浸水害が多数発生。
最大風速　　　 津　  ＥＳＥ  ２３．７m/s
最大瞬間風速 津　  ＥＳＥ　３２．５m/s
総降水量　　　 宮川　　 　１６３０．０㎜
総降水量　　　 尾鷲　　　　 ９２８．５㎜
総降水量　　　 熊野新鹿　 ７５８．５㎜
総降水量　　　 御浜　　　 １０８５．５㎜
最大１時間降水量　尾鷲　　 ８８．０㎜
最大１時間降水量　宮川  　 ８９．０㎜
最大１時間降水量　熊野新鹿 １０１．５㎜
最大１時間降水量　御浜　　 ９２．５㎜

3 17 81 1146 702 832

２０１２
（平２４）
９．３０

台風第１７号 全域

台風第１７号は強い勢力を維持したまま
三重県沿岸を北上したため、県内では大
雨、強風、海上で大しけとなった。また、
満潮時刻と重なったため潮位が高くなっ
た。大雨や高潮による浸水害が四日市
市・鳥羽市等で発生した。
最大風速　　　 津　　   Ｅ　  　１７．９m/s
最大瞬間風速 尾鷲　  Ｅ　　　３０．４m/s
総降水量　　　 四日市 　　　２２３．５㎜
総降水量　　　 宮川　　   　 ２６７．５㎜
最大１時間降水量　四日市   ７６．０㎜
最大１時間降水量　笠取山　 ７１．０㎜
最高潮位（標高）　　鳥羽　　　 １９０㎝

1 8　 14 204 1100

２０１３
（平２５）
９．１５
～１６

台風第１８号 全域

台風第１8号は大型の勢力を維持し
たまま三重県沿岸を北上したため、
県内では大雨、強風、海上で大しけと
なった。また、台風が潮岬の南南西
の海上を北北東に進んでいた21時10
分頃、志摩市志摩町片田で強さF0の
竜巻によると見られる突風が発生し
た。
最大風速　　　 津　　　 Ｅ　　　 １９．９m/s
最大瞬間風速 上野　　Ｎ　　　 ３３．４m/s
総降水量　　　 尾鷲　　　　 　４３２．５㎜
総降水量　　　 宮川　 　　　　５８０．０㎜
最大１時間降水量　尾鷲　　　 ６１．５㎜
最大１時間降水量　笠取山　  ６３．５㎜

2 9 1 156 52 59



死者
行方不明
（名）

負傷者
（名）

住宅
全壊
流出
（棟）

住宅
半壊

一部破損
（棟）

※1987年
までは
住家半壊
のみ

床上浸水
（棟）

床下浸水
（棟）

主な被害

発生
年月日

要因
主な

被害地域
概況

２０１７
（平２９）
１０．２１
～２３

台風第２１号 全域

台風第21号は、10月22日夜遅くには東
海道沖を北北東に進んだ後、23日03時
頃に超大型の強い勢力で静岡県御前崎
市付近に上陸した。三重県では21日から
台風第21号や前線の影響により雨が降
り、23日にかけて大雨となった。また、台
風が三重県に最も接近した23日未明に
は暴風となった。
最大風速　　　 上野　　ＮＮＷ １８．８m/s
最大瞬間風速 津　　　 ＮＷ　  ３５．４m/s
総降水量　　　 尾鷲　　　　　 ７９６．０㎜
総降水量　　　 御浜　　　　　 ６５０．０㎜
最大１時間降水量　尾鷲　　　 ９０．５㎜
最大１時間降水量　御浜　　　 ７３．５㎜

2 13 1 450 706 1330

選定基準　：次のいづれかに該当
１９４５～１９８７年　死者：１０名、住家全壊＋住家半壊：５００棟、床上浸水：１０００棟　【創立百年誌より】
１９８８～２００３年　死者：５名、住家全壊＋住家半壊＋住家一部破損：１００棟、床上浸水：１００棟、床上浸水＋床下浸水：１０００棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【三重県災害の概況より】
２００４～２０１７年　死者：５名、住家全壊＋住家半壊＋住家一部破損：１００棟、床上浸水：１００棟、床上浸水＋床下浸水：１０００棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【気象災害報告より】


