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1．　 は じめに

　村．ヒ水 軍ぱ 村上天皇 （926−967）を祖 に 持 つ と伝

え られ る が真偽の ほ どは 確 か で はな い ．彼 らが初

め て 歴史に 登場 して くる の は 南北朝 の 初め の 頃で

貞和 5 （1349）年 の 「東 寺荘園文書」 の 中 に
t‘

弓削

鳥 の 荘園年貢を 京 都 へ 運ぶ細 白の 航彳itt
”

全を は か

る た め に ， 能 島の 海賊に 警固料 を支払 っ だ
’

と い

う記録 が 見え る
1） ．村 上水軍 の 名を世 に 知ら し め

た の は 南朝 の 征西将軍懐良親王 に 従 い 大 活躍 し た

因島の 村上義弘 （生没年不詳 ，
1370年頃没） の 存

在で あろ う．義弘 の 死 後村上
一

族は小 早川氏に 圧

倒 さ れ ，

一時混乱する が，南朝の武将北畠顕成が

名も村上師清 と変えて 村上家 の 家名を 再興 した ．

そ の 後村上 家 は 能島村上 ，因島村上 ，来島村上 の

三家に 分流 し，緊密な協力体制 の もと 「三島村 上

賃U と し て繁栄 し て い く．

　三 島村上 氏 の 直接 の 支配域は 第 1 図に 示す よ う

で あ る が
2）， 伊予 の 守護大名河野氏 を主 と し ， 大

三 島に 在 る大山祇神社を 守護神と し た ．彼らは 他

の 戦国豪族 とは 異な り，普通 の 家臣団以外に 月給

制 の 海戦専 門家 ともい うべ ぎ船舶兵員を 多数扶養

し 常に海戦に 備え て 鍛練を重ね ， 最盛時そ の 動

員力は
一万人を超 え て い た と言わ れ る．彼 らは 第

1 図 に 示 す よ うに 交通 の 要衝で ある瀬戸 内海中央

部 の 制海権 を握 っ て い た の で ，内海を航行す る船

舶か ら の 通行税 の 取 りた て ， 水 先案内，商船 ・軍

船 の 警護，さ らに は 自らも貿易を行 っ て潤 っ た．

天正 9 （1581）年豊後か ら京都へ 瀬戸内海を航行 し

た宣 教師 ル イ ス ・フ ロ イ ス は
‘t
能島村上殿こ そは

日 本 の 海賊 の 最大 の もの で ，他 の 諸 国 の もの は

彼を 恐れ て 毎年年貢 を納 め て い る．我 々 は 自 らの

　＊ 1987年 4 月15日受理

＊＊
愛媛大学工 学部海洋 工 学教室

航行 の 安全 を確保す る た め ，彼 か ら能島殿 の 紋章

と署名 の 入 っ た 絹 の 旗を与 え られ た
”

と報告 して

い る．また彼 らの 戦斗能力 の 高 さは，毛利元 就が

村上 水軍 の 応援 を 得 て 陶 晴 賢 を 破 っ た 弘 治元

（1555）年 の 厳島合戦，石山寺救援の 兵糧運搬に 際

し て 毛利方に 荷担 し た村上 水軍が 敵織田方 の 九鬼

水軍を 打ち 破 っ た 天 正 4 （1576）年大坂 ・木津川

の 戦 い な どに よ っ て 立証 され て い る ．

　だ が彼 らの 繁栄 も長 くは 続か な か っ た ．天下統

一
を 目指す信長 を 継 い だ

．
秀吉に よ る 三島村上分裂

工 作 の 成功，そ の 後 の 小 早 川隆景に よ る能島攻撃

な どに よ り村上水軍 は ほ ぼ 壊滅 して しま う．そ し

て 最終的に ば 秀古 に よ る天正 16（1588）年 の 海賊禁

止令に よ り，瀬戸内海 で の 海賊行為 （通行税 の 取

り立て な ど）の
一切 は 消滅 し て し ま う．そ の 後能

島村上 氏 は 毛 利氏 の 船手組 と して ，来島村上氏は

豊後 の 玖珠 ・日田 ・速水
一一・帯の 領主 と し て ，因島

村上 氏は 周防屋代島に 移住 し て ，それ ぞれ 明治ま

で生 ぎ延び た．

　こ の よ うな村上水軍が 戦国時代 ，
．潮 の 流れ の 激

し い 瀬戸 内中央 部 で 活躍 で きた背景に ， 彼 らが 内

海 の 潮汐 ・ 潮流の 特性を熱知 し て い た こ とがあろ

う こ とは 容 易 に 想 像で きる． しか る に 彼 ら の潮

汐 ・潮流の 知識が どの 程 度 の もの で あ っ た か は 今

ま で 十分明らか に され て は い な い ． こ こ で は 厂海

事史料 叢 書」
3）

｝こ 収め られ た 村上 水軍関連古文書

の 中か ら潮汐 ・潮流 関 係 の 記述を 抜 きだ し検討 し

て ，彼 らの 潮汐 ・潮流 の 知識が どの 程度 の もの で

あ っ た か を明 らか に し よ う．

2、　 「能島家伝」
・「合武 三 島流船戦要法」

　「能島家伝」は 能島村上 氏 の 水軍書で ある が ， そ

の 成立 は 明 らか で は な い ．現存 の も の は ，寛政 9
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第 ユ図　三 島村上 氏の 直接支配 域 （破線内）．
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第 2 図 能 島 家 伝 「潮事考 の 事」，

満占
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・ 響

（1797）年に 菅茶山が備後因島の 漁師 の 家 に 代 々 伝

わ っ て い た も の を筆写 した もの で ある．そ の巻五

に r潮時考之事」 と し て 第 2 図に 示すよ うな記述

が あ る．
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第 3 図　新月 と 満月の 日 の 瀬戸内海中央部 の 潮汐 ・

　 潮流．

　 こ の 記述 の 意味を考え る前に 瀬戸内海中央部 の

潮汐 ・潮流 の 特性を明らか に して お こ う．現在 の

瀬戸 内海中央部の 満月と新月 の 日 の 潮汐 ・潮流の

時間変化 は 第 3 図 に 示 す よ うで あ るが
4）， 瀬戸 内

海で は 大 きな地形変化は な か っ た の で
， 村 上水軍

の 活躍 し た 時代 もほ ぼ同様な潮汐 ・潮流 の 時間変

化が在 っ た と考え られ る．第 3 図 に よ れ ば 満 月

（新月）の 日 に は 夜中 の 0 時 と昼 の 12時 頃満潮 とな

1）　， 朝 夕 の 6 時頃千潮 とな り，干潮か ら満潮 の 間

上 げ潮流が流れ ， 満潮 か ら干 潮 の 間下 げ潮流 が 流

れ る．

　第 3 図 を も とに 考 え る と第 2 図 の 「能島家伝」
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の 文章の 意味は 次 の よ うに な る
“
1凵暦 の 上 旬 1

（新月）， 2 日 は 九 ツ （子，午 の 刻）頃満 潮とな り，

六 ツ （卯，酉 の 刻）頃干 潮 となる．3，
4

，
5日は 八

ツ （丑 ， 未 の 刻）頃満潮 ， 五 ッ （辰，戍 の 刻 ）頃

干潮，6，7，8日は 七 ツ （寅 ，申 の 刻）頃満潮，四 ツ

（己，亥 の 刻）頃干潮 ，
9，10 日 は 六 ツ 頃満潮，九

ツ 頃干潮 とな る．中旬 11
，
12 日は 八 ツ 頃干潮 ， 五

ッ 頃満潮 ，
13，14，15 （満刀） 日 は 七 ツ 頃干 潮，

四 ツ 頃満潮とな る
” ……

以 下30 日まで 続 くわ けで

ある．「又云」以 降 は 満潮 の 時刻を歌に した もの

で
” 1，2日 は 己 の 刻，3

，
4

，
5日 ば 午の 刻，6 日は

未 の 刻，7〜10 口 は 申の刻，13〜15 日 は戍の 刻 が

満潮 とな る．16H か ら30 日 ま で は 1 日 か ら15日ま

で の く り返 し と な る
”

と い う意 味で あ ろ う．前半

の 満潮時刻 と こ の 歌 の 満潮時 刻 とは
一

刻 （約 2 時

間）異な るが ，
こ の 原因 と し て は 2 つ の こ とが考

え られ る．ひ とつ は 実際 の 水位変化 は 第 3 図 に 示

す よ うに 満潮の 頃約
一・

刻 の 問水位変化が小 さい の

で ，あ ま り正確な満潮時刻 の 予 測が必要 と さ れな

か っ た と い うこ と．い まひ とつ は 第 1 図 の 燧 灘西

部 の 満潮時刻は 燧灘東部 の そ れ よ り約 1 時間早い

の で ， 第 2 図 の 前半は 朿部 の 潮汐 P測 で ，後半の

歌 は 西部 の 潮汐予測を表わ して い る と い う こ と か

も しれ な い ．

　実際に は水 夫た ち は こ の 歌 に 節を つ け て 暗 唱

し，凵 々 の 満 潮時刻 を予 測 し て い た と推測 され る．

全 く同 じ歌 が 「合武三 島 流 船 戦 要 法」 （寛政 7

（1795 ）年森重 都由編）の 「船考雑事 の 巻」 に も見

られ る．

3．　 「一葦要決 」

　「一葦要決」 ば 能島村上 家 の 口 伝を 元 禄享 保 年

問 （1700頃） に 伊藤 卜郎 才i衛門，日夏四郎左 衛門

繁高，松平康景等が 写本 し た も の で あ る が ，

一
葦

とは 船 舶を意味 し て い る ．そ の 「風 雨 候」 の 中 に

第 4 図 に 示 す よ うな記述が み え る．第 3 図を参考

に す る と こ の 記述 の 意味 ば
‘‘
旧暦 1

，
　2，　15，　1611｝t

子，午の刻に 満 ち て 下げ潮流が 初ま り，酉 ，卯 の

刻に 干 い て 上 げ潮 流が始 ま る．3，4，5，
17，18，19

口は 丑，未 の 刻 に 下げ潮流，辰 ，戌 の 刻 に 上 げ潮

一

日
ヨ

リ
至

六

ヨ

リ
至
三

宛
也
、

東
西

ニ

ア

ル

時
ハ

十 十 八 六 三 一

三 一 九 七 四 二

流が 始 ま り，……”
30口まで 続 くわ け で あ る ．

「同算法」 以降は
‘‘

1 日 よ り 15 日 ま で ば最初 の 日

の 満ち 干 き の 時刻 に 四 分 （現在 の 48分）を 加 え て

い けば 毎日 の 満ち干 きの 時刻 がわ か る ．15日か ら

30 日 ま で は 1 日〜15 日の く り返 し で ある，上 げ潮

流，下げ潮流 ともに 三刻 ほ ど継 続す る．満月 の 日，

束 と西 に 月が 在る時は 速 い 潮流 が流れ て い る，月

が 南中 し た 時，潮 の 流れ は とま り憩流 とな る
”
．

と解釈 で き る． こ の こ と よ り彼 ら が潮汐の み な ら

ず ， 潮流 の 時間変化の 予測 ま で 行 っ て い た こ とが

わ か る ．

4．　 「干満抄伝書」

　「干満抄伝書」 ば 天 正 10 （1582）年村上 弾正 景廣

に よ っ て 著 され た もの で ，
一

品流水軍 書 の
一

部 を

為す．一
品流水軍書 と ば 三 島村 上 水軍 の 諸将が毛

利元就 の 命を受 け ，村上家に 古来 よ り伝え られ て

きた 水軍 法 の 要綱を 抜粋 し，献 じた もの で あ る が ，

毛利家は 平城大皇の 皇子
一

品 阿保親 王 か ら 出た と

い う故実 に 因 b， こ れ を
一

品流水軍 書 と称 した も

の で あ る．そ の 中に 第 5 図に 示す よ うな潮汐早 見

表 と 「四 々 グ リ ノ 法」 と名付け られた 1朝流了測力：

み え る．
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　まず潮汐早見表 の 方で あ る が， こ れ は 村上家 に

伝わ る 「天 地盈縮干満図」　（盈縮 は の び ち ぢみ す

る と い う意） に 南宗庵 と い う も の が加筆 した とあ

る．各月 ヒ旬，中旬，下旬， 各日の 満潮 ・：F潮 の

時刻が図示 して あ り， 朱の 印が干 ツ マ リ（干 潮），

黒 の 印が 満 ツ マ リ （満潮）を 示す と あ る が，「海事

史料叢書」 ぽ カ ラ ー印刷で ぽ な い の で 色 の 判別 は

で ぎな い ．第 3 図 を も とに 朱 の 印を判 別する と上

旬ユ，2口の 酉，卯，3
，
4

，
5 日 の 辰，戌 ，中甸 6，

7
，
8 日の 酉，卯，9，10 日 の 辰，成が朱 の 印 とな

っ て い るは ずで ある （干満抄伝書 の 原本は 広 1矚大

学図書館 に 保存さ れ て い た が 原爆 で 焼失 し ，現在

朱印の 位置を確か め る 術は な い ）．説 明 文 に よ る

と
‘‘

こ の 図 で ぱ細か い 潮 流 の 変化はわか らな い

（不 委）の で ，そ の た め に は 後述 の 四 々 グ リ ノ 法 を

用 い よ． こ の 図も舟な どに貼 っ て お けば満潮 ・
干

潮の お よ そ の 時刻を知るた め に は 役 立 つ で あ ろ

t
）
”
，　 と続 い て い る ．図に 続 く表に は 旧暦 ユ 日か

ら3〔川 に 至 る各日の 午前 ， 午後の 「満」，「干」 の

時刻 が示 し て ある が ， 第 3 図を 参考に す る と こ の

「満 」 は 満潮 で は な く，満ち潮 （Lげ潮 流），「干」

は 干 潮で は な く干 ぎ潮 （下げ潮流）の 始ま る時刻を

示 して い る と思わ れ る．す なわ ち 1
，

ユ6LIに は 朝，

夕 の 六 ソ 四分 （卯 ・酉 の 刻）に 上 げ潮流が始 ま り，

昼 と夜 の 九 ツ 四分 （子 ・午 の 刻）に 下げ潮流が始
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村上水軍 の潮汐表

まる とい う意味で あ る．そ して 次の 口 は 上 げ 潮

流 ， 下 げ潮流 とも四 分つ つ 遅れ て ， それぞ れ六 ツ

八 分，九 ツ 八 分 に 始 ま り，以降 毎 日同様に 四分つ

つ 遅れ て い くとい うもの で あ る ，「四 々 グ リ 」と は

満ち潮，干 き潮 の 時刻 とも毎 口 四分 つ つ 遅 れ て い

く（順 グ リ に 変わ っ て い く）こ と を 意［＊　L て い る と

考え られ る．

　 こ の こ とか ら，彼 らは 満潮 ・干潮 な ど潮位 の 日寺

刻 に 関 し て は
一

刻 （現在 の 2 時間）程度 の 精度で

予測 し，上 げ潮流 ・下げ潮流な ど潮流 の 時刻 に 関

して ぽ
一

分 （現在 の 12分）程 度の 精度 で予測 し て

い た こ とが わ か る ． こ れ は 海 に 生 きる者に とっ て

は 自然 で あろ う．何故な ら潮位の 変化ぱ ある場所

が十上 が る か どうか と い う程度の 問題 し か 生 じな

い が ，潮流は 上 げ ， 下 げで 流れ る方 向が 全 く逆 と

なる し，その 速さ も時 々 刻 々 変化す る の で ， 船を

操船す る立場 か らは よ り精度の 高 い 予測 が必要 と

され る か らで ある．

　な お こ の 「四 々 グ リの 法」 の 表に つ い て 小 倉

（1933）5）
は 「満 」・「干」 をそ れぞれ満潮，干 潮 と

解し て ， こ の 表 は 大 阪湾 の 潮汐を 予測 した も の で

あろ う と述べ て い る．し か し第 1 図に 示 した よ う

な海域 を根拠地 とす る村上水軍 が わ ざわ ざ大 阪湾

の 潮 汐 表 を 伝 承す る とい う こ とは 不 臼然 で あ る

し，何 よ りもそ うす る と こ の 「四 々 グ リ の 法」 と

一
体とな っ た 前 述の干満早見図との 整 合性が失 く

な っ て し ま う． した が っ て こ の 表 の 満干 は や は り

満ち潮，干 ぎ潮 と解 し て ， 瀬戸内海中央部 の 潮流

を予測 して い る表 と解す べ き で あ ろ
「
） ，

5．　 おわ りに

　以 上 村上 水軍 の 潮汐表 に 関す る 考察を行 っ て き

た ．そ の 結果彼 ら は 十 満 の 時刻 に つ い て は ：一一時間

程度 の ，潮流 の 時刻に つ い て は数十 分程 度 の 精度

で 予測 し て い た こ と， そ の 大 きさに つ い て も大潮，

中潮 ， 小潮 ， 長潮と い う名称を 与え，相対的に ぱ

予測 し て い た ら しい こ とが 明 らか とな っ た．た だ

潮時や流 速，潮位 の 場所的変 化に 関 し て ，ど の 程

度の 知識を 有 し て い た か に つ い て は ，文献が 残 さ

れ て い な い た め 明 らか に ば で きな か っ た ．

　彼 らの 残 した文 献を読ん で 気づ くこ と は 同 じ言

葉が場合場 合で 様 々 な使わ れ方を し て い る こ と で

あ る ．た と え ば 「満」 と い う語句 は 「一葦要決」で

は
‘‘
満潮 の 終 ゲ

’

，「干満抄伝書 」の T 満早見図 で

は
‘ C

満潮
”

，「四 々 グ リの 法」で は
‘ C

満ち潮
”

と い

う具合に で あ る． こ の こ と は 古文書の 解釈に あた

っ て は単 に 語句の 表面上 の 意味を読 むだけ で は な

く，語句の 意味の 裏付け の あ る読 み と りを 行わ な

い と，時に と ん で もな い 誤 り を 犯す こ と が あ りう

る こ と を示 し て い る．

　私達が も っ とも知 りた い こ とは お そ ら く私達 の

未来は どうな る の か ， そ し て よ り良 い 未来 の た め

に 私達は 今何 を 為せ ば 良 い の か
， と い うこ とで あ

ろ う．私達 の 未来を予測す る た め に は ，まず私達

が過去何を して きた の か を正 し く知 ら なけ勲ば な

らな い ．私達 の 過去 の 流れを 正 し く把 握 し ， そ の 中

か ら 歴 史 の 流れ の 規則性 を見 出 し，そ の 規則性を

もとに し て私達は 初め て 未来が予測で きる．人間

と 自然 の 閨 わ りあ い の 在 り方に 関 し て もそ の こ と

は あ て ば ま る．私達 の 先 人達が どの よ うに 自然 と

関わ っ て い た か を正 しく知 る こ とが ， 現在混迷 し

て い る 人間 と 自然 の 正 しい 関 わ り方に つ い て何 ら

か の 指針を与えて くれ る は ず で ある ．村上 水軍 の

潮汐表は ，先人達が海 に 関す る 正確 な知識 を有す

る こ とで 初 め て 海 で 生 ぎ牛 きと活動で き て い た こ

との
一

端を うか が わ せ る ．た だ 残念な こ と は 「干

満抄 伝書」 の 中 に も 「以下不伝」 とか 「條不伝」

と い う記述が見え る よ う に ， こ の よ うな水 軍書が

成 立 した 時点 で ，す で に 彼 ら の 多 くの 知識が 記載

されず じまい に な っ て い る とい う こ とで ある．お

そ ら く村上水軍は も っ と多 くの 海に 関す る情報を

持 っ て い た に 違 い な い と思 わ れ る が ，それ らが書

ぎ残 さ れ な か っ た と い う こ と は 非常 に 残念 な こ と

で ある．私白身 は 今後文 献調査以外に も現地 の 聞

き込 み 調査な ど を 行 い ，書 き残 さ れ な か っ た こ と

も含 め て さ らに 彼 らの 海 の 知識 を探 っ て み る つ も

りで は い るが ， 今回の こ の 村上水軍 の 潮汐表に 関

す る考 察を通 じて ，物事を ぎち ん と記録 し て お く

こ との 大 切 さを よ り
一

層 感 じた次第で あ る．

　な お 「能島家伝 」，「合武 三 島流船戦要法」，「一
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柳 哲　　雄

葦要決」な ど江戸時代に 著 さ れ た 書物を も っ て 村

上水軍 の 活躍 し た 中世を論 じる こ と は 不 可 と い う

意見がある の で ， そ の こ とに つ い て若干 触れ て お

く．まず村 上 水軍 の 潮汐
・潮流 の 知識 を 明 ら か に

し よ うと思 え ば現存す る資料 は こ の 他 に ば な く

（筆者 の 知る限 り）我 々 は 残された資料 を もとに 想

像力を 働か せ
， 論理 的 ・実証的な整合性を確 め つ

つ 彼 らの 知識を推定する し か 他に 術 がな い と い う

こ とで ある，また 本文 で 明 ら か に した よ うな高度

な海 の 情報 の 表現 は ，村上水軍 の よ う な 命を 張 っ

て 海 と緊密に 関わ り ， 集団と し て か な り高度 な文

化 を持 つ こ とに よっ て 初め て 可能 とな っ た と見る

の が 自然で ， 江戸時代 の 漁民や
一

部知識 人 に よ り

村上水軍 の 知識 と し て 捏造 された と考え る こ とは

不 自然で ある とい うこ と で ある．

　 し た が っ て
，

こ こ で 掲げた 四冊 の 古文書を もと

に 中世の 村上水軍を語る こ とに 不 合理 は な い と筆

者 は考 え る ．

　本稿を ま と め る に 際 し ， 古文書 の 解読に 関 し て

種 々 の 御教示頂 い た愛媛大学法 文学部美山靖教授

に 深甚な る謝 意を表する 次 第で ある．
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