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卯　山 強　噺 潟 大 学 ）

　蒙古襲来は、遡 る こ とお よそ600年前に白村江

で唐 ・新羅連合軍に惨敗 を喫 して 以来 の 、凵本が

世界史の うね りに接した稀有の事件で あ っ た 。 こ

の 難局 は 自然現象に よ っ て幸運に も切 り抜け られ

たが 、こ の 事件を画期と して 、神国日本とい う独

善的な 自己認識 の 思想が芽生 え、は か らずもお よ

そ 600年後 の 黒船来航 に よ っ て 日本が 世界史に組

み 込 まれ て 以 降、こ の 神国思想が 従来に も増 して

極端に鼓舞さ れ る こ とに な る 。

　蒙古襲来に 関 し て 3 つ の 謎があ る 。 第 1 の 謎 は、

文永の 役 の 際 、は か ばか しい 戦 果 をあげなが ら な

ぜ 元 軍 は博多か ら
一

夜 で 姿 を消 して しま っ た の で

あ ろ うか。神風 が 吹 い た とい うの が従 来 よ りの 見

解 で あ る が 、か な らず し も こ の 説が正 しい とは考

え られ ない 理 由 が い くつ か ある。第 2 の 謎 は、弘

安 の 役 の 折 に 先発 し た東路軍 と 遅 れ て きた 江 南軍

が平戸付近 で 合 流 した に もか か わ らず、なぜ 1 ヶ

月近 くもそ の 付 近 で ぐず ぐずし て い た か と い うこ

とで あ る 。 こ の と き
一

気呵成 に か か っ て い れ ば 台

風に遭遇する こ とな く、歴 史 は 変 わ っ て い た はず

で ある 。

　 第 3 の 謎は 、
こ れ まで誰に も指摘 されなか っ た

こ と で ある が 、そ もそ もなぜ 台風 の 季節 に 日本 遠

征を決行 した の で あろ うか。文永 の 役で は高麗軍

が 中心 で あ り、 弘安の役で は高麗軍と南宋軍が ほ

とん ど で あ っ た 。 現在で も台風が 中国の 東 シ ナ 海

沿 岸や朝鮮半島に 上陸す る こ とはめずらし くない

し、もち ろ ん高麗人も南宋人 もこ うした海の 気象

に つ い て は熟知し て い た はずで ある。渡海する軍

事作戦 上 、 まして や何千 とい う未曾有の船団を動

かす ときに風 を読む こ と は必須で ある 。 に もか か

わらずやすやす と台風 に遭遇 して しまっ た の は な

ぜ で あ ろ うか 。 こ こ で は気象学的お よび 気候 学的

な見地か ら、こ の 謎 に つ い て考察す る 。 た だ し第

2 の 謎 はおそ らく自然現象が原 因とな っ て はい な

い の で 対象外とした 。

1．文永 ・弘安の 役の概略 1｝2）

　文永11年 〔1274〕正 月、元 は 日本侵攻 へ の 準備

を始め た。IH暦10月 3 日 〔新暦 ll月 2 日〕、主力

となる蒙漢混成軍 2 万入 と高麗 軍5500入、そ の 他

非戦 闘員が 1 万5000 人の 計 4万人 の 元軍は高麗の

合 浦 （今の 馬山）を出港し、 日本遠征に 向か っ た 。

瞬 く間 に 対馬壱岐 を蹂躙 した の ち、平戸鷹島に も

侵攻 し、10月19日 博多湾岸に 上 陸 した 。 口本軍 は

兵力不足 ・戦術 の 相違
・兵器や装備 の 差か ら苦戦

は 歴 然 で 、戦 闘は終 日続 い た 。 鳥飼潟 とい う湿地

帯付近 で 元 軍得意 の 集団戦法が と れず、膠着状態

に お ち い っ て い る。日本 軍は必死 に 防戦 した が、

大宰府へ の後退 を余儀な くされた。こ の とき副司

令官 ・劉復亨が 負傷 し こ と もあ っ て 、元軍 は博多

中心部へ の 侵攻を止 め、博多湾上 に停 泊 して い る

船 に 全 員引 きあげ た 。とこ ろ が 翌 21日 〔11月20日〕

朝 、元 軍 は 博 多湾か ら 忽 然 と姿を消 して しまう。

こ れ が 文永 の 役の す べ て で あ る。九州本土 の 戦 い

は た っ た 1 日 で終わ っ た （図 1 ）。
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図 1　 蒙古軍の と っ た航路

　弘安 4 年 〔128／〕 5 月 3 日、合浦を出発 した 東

路軍 （蒙漢軍 1 万5000人、高麗軍 1 万人、非戦闘

員 1万 7000人） は、21日対馬を、26日壱岐を攻略

した後、 6 月 6 凵に 博多湾 の 攻撃を開始 した 。

一

部は長門へ も侵攻した。日本 の 築 い た 石築地が有

効 に機能 し、数 口間激戦が続 い て、双方に多数の

死者が出た。13囗 上陸をあ き ら め た東路軍 は壱岐

に 退 い て 江南軍 の 到着を待 っ た 。 江南軍 （旧南宋

軍 10万 人）は慶元 （今 の 寧波）よ り出発 し、変更

された集結地 の 平戸 で 東路軍 と合流 した の は 7 月

初旬 で あ っ た。4400艘 ・約14万入 とい う空前絶後

の 元軍は、そ の 後 1 ヶ 月近 くも平戸近海で 逗留 し

て い る。こ れが 結果的に は命取 りに な っ た 。 7 月

27日、元軍は平戸 か ら東進を始め 、伊万里湾 の 鷹

島を 占拠 し た 。 そ こ を台風が襲い 、大船団 の 船 は

破れ兵は溺れ た 。 閏7 月 1 日 〔8 月 16日〕 の こ と

で ある 。 「凵本外史』に は 「屍 が海 を覆 い 、海 の

上 を歩 い て 渡れ る ほ ど で あ っ た」と書かれ て い る。

7 月 5 日か ら日本軍 に よ る掃 討戦が行 わ れ 、 7 日

に は終了 した 、、

2．古文書の 記述か ら

〔1 ＞文永の 役 に つ い て

　文永の 役に 関す る もっ とも有 名な古文書の 1 つ

は、当時治部少輔 で あ っ た勘解由小路兼仲が あ ら

わ した 凵記、「勘仲記』
3〕

で あ る。そ の文永 11年 11

月 6 日の 条 に は、「或人云、去比 、凶賊船数万艘、

浮海上、而俄逆風 吹来、吹帰本国、少 々 船、又馳

上陸上、仍 大靹式部大夫 （大友頼泰）郎従等、凶

賊 五 1’余人、令虜 掠之、皆搦置、彼輩等召 具 之 、

可令参洛云 々 、逆風事、神明之御加被歟、無止 事

可貴 、其憑不少者也」 と、「逆風 」が 吹 い た こ と

を聞き、「神 の ご加護の お か げ」だ と して い る 。

　ま た、蒙古襲来に あ た り数 亡f人 の 僧 を 率 い て 異

国退散の祈祷を行 っ た叡尊が 弘安 9 年 に 書 い た 自

叙伝 「金 剛仏子叡尊感身学 正 記 』 に は、「文永十
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一年甲戌七 十四歳／十月五 口、蒙古人著対馬 。 二

十 日、着波加多 （博多）。 即退散畢 。 」とある が、

暴 風雨 に 関す る記述 は ない 。

　 『八 幡大菩薩愚童訓
・筑紫本』

4｝
に は、「夜明ケ

レ ハ 廿
一・．・

囗 之朝、海之面 ヲ 見 二 蒙古之舟共皆馳 テ

帰 ケ リ。是 ヲ見 テ コ ハ 如何 二 此方ハ コ ナ タ へ 彼方

バ カ ナ タ へ 後合 二 落 ル 事、コ ハ 何 事ゾ、今日ハ 九

国 二 充満 シ テ 人 胤 モ 無 ク 滅 ビ ナ ン ト終夜歎 合 シ

ニ 、如何 ニ シ テ角ク帰ラ ン、是者只事 ナ ラ ヌ 消息、

泣笑シ テ 色 メ キ テ 人心付 キ ニ ケ リ」　 とあ る 。大

風 で 海没 し た とは書い て い な い 。

　 な お 、同書で は、弘安の役に 吹 い た神風 に つ い

て 、「我神之 徳風遠 ク仰テ 国家ノ 人 民不労、神功

皇后海水 ヲ 揚 ゲ、文永 ニ ハ 猛火 ヲ 出シ、又 、弘安

ニ ハ 大風 ヲ 吹 テ 異賊 ヲ 平 ゲ御在 。 」と 記す 。 ま た 、

こ の 文書 の 別箇所 に 「（日が 暮 れ て 日 本軍 が 撤退

した 後）、夜 中 二 白張装束 之 人 三 十人筥崎 ヨ リ矢

先 ヲ 調 テ射ケ ル ガ 其事 カ ウ 震敷 身毛余立 テ 恐 シ ク

家 々 ノ 燃 ル 焔 ノ 海ノ 面 二 移 レ ル ヲ 海 中 ヨ リ猛 火燃

出 ル ト見成テ 蒙古共肝心 ヲ 迷 ハ シ テ我先二 逃 ン ト

ハ 後二 生取 レ タ ル 日本人帰 レ ル ト又彼蒙古カー
同

二 申上 ハ 更二 誤不可有。」　と や や 神がか り的 な不

思議な記述 があ る が、元軍が い な くな っ た の は20

日夜で ある こ とは間違 い ない 。

　 なお 「八 幡愚童記 ・正応本』に は 「夕過 る こ ろ、

白装束の 人三 十人ば か り筥崎宮 より出で 、矢 さき

をそ ろ へ て 射る と見え し は、神 の 降伏し給ひ しな

り。 こ の 降伏に へ きえきし て、松原の 陣を逃げ海

に出け る に 、 あや し き火 もえめ ぐり、船 二 艘あ ら

はれ て皆 うた れ 、 た また ま沖に 逃げの び た る は 、

大風 に吹き沈め ら れ にけり。 」　 とあり、蒙古軍が

博多湾外 にて 海没 し た 旨が 記され て い る。

　 一方 、 「高麗史金方慶伝』に は、「（前略）倭兵

大敗　伏屍 如麻　忽敦日 『蒙人雖習戦　何以加此

諸 軍与 戦 　及暮乃 解 。 』　 方慶謂忽敦 ・茶 丘日

『兵法千里懸軍　其鋒不可 当　我師雖少　已入敵

境 　人 自為戦　即孟明焚船　准陰背水　請復戦。』

忽 敦日 「兵法小 敵之 堅　大敵之擒　策疲乏 之兵
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敵 日滋之衆 　非完計也 　不若回軍、』　 欧亨中流

矢　先登舟　遂引兵還。会夜大風雨　戦艦觸岩崖

多敗」 とある 。 蒙古軍 の 大将忽敦 （忻都）の慎重

論 で 軍 を引 きあげた が 、「夜大風雨」 にあ っ て 多

大な被害が 出た ら しい 。 ただ し 10月20日 の 夜に暴

風雨 に遭 っ た とは断定で きない
。 引き上げる途中

の 出来事ともとれ る 。

　朝鮮 高麗 の 記録 『東国通鑑』に は 、「復享中流

矢、先登舟 。 故遂引兵還 。 会夜大風雨 。 戦艦触厳

崖多敗。」と あ り、「高麗 史』には 、「（
一
ト ー月）己

亥 （二 十七 日）東征師還還合浦、遣同知枢密院事

張鎰労之軍、不還者無慮万 三 千 五 百余人」とある 。

約半数 は高麗 に 帰還 したが、それに 1 ヶ 月 もかか

っ た の は どうい う理由だ ろ うか。

　 「元 史 日本伝 』に は、「至元十
一

年冬十月　入

其国敗之。而官軍 不整。又矢盡。惟虜掠 四 境 而帰」

とあ り、軍 の 統制 が 上手 くゆ かず、矢が尽 きたか

ら付近 を虜掠 して 引 き上げた こ と に な っ て い る。

　こ の ように 10月21日 に 元 軍 が博多湾 か ら姿 を消

し た こ と に 対する記述 は文書に よ っ て さ まざまで

あ り、以 ドに 見 る 弘安の 役 に 関する 記述 がすべ て

一
致 し て い る こ と と は対照 的 で あ る。した が っ て 、

ど れ を 重要視する か に よ っ て 説明 が 異 な る。『勘

仲 記』 と 「高麗史金方 慶伝 』、「東 国通鑑 』に は

「逆風 」や 「大風雨 」 と記さ れ て い る が 、お な じ

暴風雨 で も 『八 幡愚童記 ・正応本』に よ れ ば博多

湾 か ら沖合 い に 出 た 後 の こ と ともとれ る。「八 幡

大菩薩愚童訓
・
筑紫本』 で は 「猛 火」が 原 因 とい

う。 「元 史 日本伝 』 は 軍議の 結果 ひ き あ げた とい

い 、『高麗 史金方慶伝』 に は そ の 模様が 詳 し く書

かれ た い る 。 20 日夜に船上 で 議論が 行わ れ た の は

確 か ら し い 。

　「八 幡大菩薩愚童訓
・筑紫本』に は 、い よ い よ 蒙

古軍 に占領 さ れ て し ま うに違い な い と覚悟 を決 め

た博多の 人 々 が 、翌朝に敵が す っ か りい な くな っ

て しまっ た の に 驚 き喜ん だ とい う素直な気持ちが

よ く表現 され て い る 。 も し20 日夜に暴風 雨 が 吹い

た と した らこ の よ うな記述 に は な ら な い だ ろ う。
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（2 ＞弘安の 役 に 関 して

　
一

方、弘安の 役に つ い て は 、 「勘仲 記』 に 「閏

七 月 （二 日）去夜 、 終夜風雨太、今日快晴 。 卜四

凵、 自宰府飛脚到來 。 去朔日大風 動、彼賊船多漂

没云 々」 と あ り、 『一代要 記』 に も 「甚雨 大風、

九 日宰府飛脚到來云、去朔 凵大風 頓吹、而異 國兵

船悉以漂没了」 との 記述がある 。

　ま た 、「豫 章記』 には 「弘 安 四年 蒙古襲来す

（中略）夜 半程 に折節大風 吹 きて 三 韓の 船共悉吹

被歸大半破損し浪に漂 うもあ り島影へ 吹寄する に

生殘 りた る者は降を乞 とも不赦」とあ り、さらに

「日本災異誌』に は 「七月
一

日、筑前大風」 と あ

る。い ずれ も大風が吹い た こ とが 記され て い る 。

　さ らに 『増鏡』に は 「弘安 も四年に な りぬ （中

略）そ の こ ろ 蒙古お こ る とか や い ひ て 世中 さは ぎ

たちぬ （中略）七月一
日お び た ・

”
しき大風吹 きて

異國の 船六萬艘兵の りて筑紫 へ よ りた る み な吹破

ら れぬ れ ば あ る は水に しづ み の つ か らの こ れ る も

な くな く本國 へ 歸 りに け り」 と、簡潔 に 状 況が よ

く表現 され て い る 。

　
一方、「元 史日本傳』 に は 「七 月至平壺 島　移

五 龍山　八 月
一

日　風破舟」 とあ る。 8 月 1 日 は

日本暦で は 閏 7 月 1 日に あた る。

　また 『元史茫文虎傳 』 に は、「七月 軍 至平壷 島

遇颱風壊舟　文虎被漂流
一

晝夜　幸附敗板 得生

遂擇堅艦乘之　棄士卒
一
卜餘 萬于 五 龍山 下 盡　為 日

本所殲 逃歸者僅 三 人」 とあ り、「平 壺島」付近 で

台風 に あ っ た こ とが明記 さ れ て い る。

　 当時元 の 都 に い た マ ル コ ・ポ ーロ も こ の こ と を

聞 き及 び、「こ の 島 （ジ パ ン グ 島） の 富 が 斯 くま

で 偉大 な こ と は今上 皇帝忽必 烈陛 Fの 御心 に 同島

を征服 して 其の 領土 に併合 した い と の 欲望 を燃 え

し め た 　そ し て 其の 目的 を 達成す る た め に 陛 下は

ア ツ バ カ タ ン （阿棲罕） お よ び ヴ オ サ ン シ ン （茫

文虎） と云 ふ 二 人の 優秀な将軍 を司令官として 大

艦隊 を 整備 し大軍隊 を解纜 せ しめ た　遠征軍はザ

イツ ン （泉州府） 及 び キ ン サ イ　（抗州府） の 諸港

を出 發 して 中間 の 海 を横 ぎり日本 島 へ 安 着 した

（中略） それか ら暫 くす る と素晴 ら しく猛烈な北

風が吹 い て 來 て 海岸近 くに 碇 泊して ゐ た韃靼の 軍

船 を飄 蕩 して 互 に 衝突させ た　そ こ で 軍船に乗つ

て ゐ る軍の 首腦部は軍議を開い て危險だ か ら海岸

を離 れ る事に決 し上陸して ゐ た兵員が 乘船を終る

とともに 直に沖合め が けて 出航 し た　 とこ ろ が暴

風は吹 きつ の る ば か りで あつ て多數の 軍船は難破

して しまっ た （巾略）こ の こ とが あっ た の は一
二

七九年で ある （「マ ル コ ・ポ ーロ 旅行記』深 澤正

策譯）」 と書き残 して い る 。

5〕

　 こ の ように どの 文書か ら判断 して も、季節が ら、

閏 7 月 1 目 に 台風が九州北部 に 襲 来 した の は まず

間違 い な さそ う で あ る 。『勘 仲記』 の 「閏七 月

（二 日）去夜、終夜風雨 太、今 日 快晴」 は 、文永

の 役で は伝聞 に よっ て い る の とは 異な り、台風
一

過 の 気象現象が リ ア ル タ イ ム で 記述 され て い る 。

3 ．気象学的な検討

（1 ＞文永の 役に関する考察

　台風 の 発生 は、海面水温 が 26〜27℃ で あ る こ と、

対流 圏下層 か ら 中層 に か け て の 水蒸気量が多い こ

と、風 の 水平
・鉛 直シ ェ ア

ーが 大 きい こ と な ど の

条件に よ る
6〕。ま た 台風 の 移動経路 は 太平洋高気

圧 ・極前線 ・
対 流 圏、ヒ層部 の 偏西風 に よ っ て 決 ま

る。い ずれ も季節的お よ び 経 年変化 あ る い は気候

変動 な ど に よ る影響 を受け る もの の 、気象力学的

お よ び 熱力学的 な条件 は た と え 日本 の 歴 史時代 と

は い え変化 しない 。 した が っ て現在の 状況か ら過

去 を推 定す る こ と は有効な科学的方法とな る 。

　台風 は 1 年を通 じて発生 して い る が 、 8 月の 発

生を ピーク として 、 7 月か ら 10月まで が多い 。 し

か し10月以降少 な くなっ て 、 2 月に最小 と な る 。

発生位置も季節変化し 、 7 〜10月 の 台風 シーズ ン

は 10
°
N か ら25

°
N の 問で ある の に 対 し、 台風 シー

ズ ン を外れ る と 5 〜15
°
N へ と南方へ 移動す る 。

台風 の 経路 もシーズ ン ご とに特徴的なパ ター
ン を

示す。台風 シーズ ン に は、よ く知ら れ て い る と お

N 工工
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り、日本を は じめ 、中国・台湾 ・朝鮮半島地域 を

直撃する 。 北西熱帯太平洋で発生 し た台風は 、 は

じめ北東へ ゆ っ くりと進み なが ら勢力を増し 、 途

中か ら緩やかに北東へ 進路 を変 え て 大急ぎで 北太

平洋へ ぬ け て い く。 と こ ろが 、台風 シーズ ン の 前

後 で は、西へ 移動 フ ィ リピ ン やイ ン ドネ シ ア を襲

う もの と、西進 した後に急激 に北東 へ 反転 し、本

州は る か南方を通過する場合 とがある （図 2 ）
71

。

図 2　 台風の経路
7｝

　文永の役は 11月中旬で あっ た。晩秋に は台風 の

発 生 は極め て少なく、発生 して も日本に 上陸す る

こ と は め っ た に ない
。 あっ て も東海地方北部か ら

関東地方にか け て で 、
い わ ば本州北東岸をかすめ

るように して 去 っ て い くの で あ っ て 、九 州北部を

直撃する よ うな経路 をた どる台風 は こ の 時期 には

気象学的 に考えられな い 。

　で は台風以外に暴風雨 の 起 こ る の 可能性 を考 え
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て み よ う。晩秋の こ の時期は どちらか とい うと天

気が 安定 して お り、小春 日和とい わ れ る如 く、 暖

か く晴天 が 続 く頃で ある 。 こ れ は東シ ナ海で発生

した 移動性高気圧 が つ ぎつ ぎと 本州付近 に や っ て

くるか らで あ り、発生 した台風 の 北上 を妨げ て い

る 。 900艘 と い われた元軍 の 大船 団が海 を渡 る の

には最 も適 した時期 であ っ た とい える 。

　 こ の 移動性高気圧 は対流 圏上層部 の 偏西風 の 波

動 に よ っ て 生 じる 。 同時 に温帯低気圧 も発生す る

か ら、こ れ らが交互 に や っ て くる 。 天気予報 で よ

く知 られ て い る ように 、温帯低気圧 に は、  中国

南部 ・東 シ ナ海で 発生 して 九州四 国沖を通 り、北

太 平洋へ 抜ける 「南岸低気圧」、  黄海 ・朝鮮半

島中部で発生 して 日本海を北東に移動 し、北海道

か ら カ ム チ ャ ツ カ へ 抜け る 「日本海低気圧」、 

モ ン ゴ ル 高原
・
西 シ ベ リア に源を発 し、オホ ー

ツ

ク 海か らア リ ュ
ー

シ ャ ン へ ぬ け る 「北 方低気圧 」

の 3 つ の タ イプがあ る
8｝。こ の うち秋 に は  と 

が 活発に な り、  が活発 に な っ て くる と冬型 の 天

気に移行する。

　 『勘仲記 』に い う 「逆風」すな わ ち元 軍船 を追

い 戻すよ うな南よ りの風が 吹 い た とす る と、風上

に 向か っ て 右手の 方向 に 低気 圧 の 中心 が あ る か

ら、低気圧 が 黄海北 部 か ら 対馬海 峡を横切 っ た こ

と に な る 。こ れ は 日本海低 気圧 の 経路 に 当た り、

神風 が 吹 くた め に は寒冷前線 を伴 っ て 発達 して い

なけ れ ば な ら な い 。 と こ ろ が 、こ の位置で は 温帯

低気圧 は 発 生 し て 間 もな い の で （図 3）、強 い 雨

が降 る こ と が あ っ て も、暴風 を 伴 う こ と は稀で あ

る 。

一
般 に こ の 低気 圧 が 発達す る の は、本州 か ら

太平洋 へ 抜 け て 、黒潮 か らの 熱 と水蒸気 の エ ネ ル

ギ
ー

を十分受け取 っ て か ら で あ る 。 こ れ に シ ベ リ

ア か らの 寒気が噴 出 し始 め る と霙混 じ りに な り、

初冬を迎 え る こ とに なる 。 結論 的 に い えば 、お そ

ら く文永 の 役 の 時に 暴風雨が あ っ た 可 能性 は 低

い
。 蒙古軍 が 引き一ヒげた の は気象現象で はなか っ

た と い えよ う。
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（矢印の 実線は寒
を、また 陰影は降

eO

図 3　 温帯低気圧 の
一

生 （日本海低気圧の例）9）

（2）弘安の 役 の 台風

　前述 した ように、弘安 4 年 〔1281〕閏 7 月 1 日

〔8 月 16日〕に 九州北部を台風が 襲 っ た 。 北もし

くは北西よ りの 大風が 元 軍 の 船を沈没させ た ら し

い か ら、 こ の 風向きか ら推定する と、台風 の 中心

は そ の 位置よ り東にあっ た はず で あ る 。 おそ らく

7 月30 日か ら 7 月 31日に かけ て 九州 南部 を斜 め に

横断 し た か あ る い は 日向灘沿 い を北 上 した か ど ち

らか で、閏 7 月 1 日に は 中国地方西端を横切 っ て

日本海へ 抜けた の に違い ない 。 「勘仲記』に「昨夜

終夜風雨太、今日天気快晴」とある の で 、閏 7 月

1 日夜に は京都が暴風 圏 に巻 き込 まれ た らしい 。

かな り大型 の 台風 で あ っ た。

　 こ の 推定 した ル
ー

トとほ ぼ 同 じ よ うな経路 を た

どっ た台風 に は、昭和20 （1945）年 9 月17〜18日

の 枕崎台風
10）、昭和26年 （1951）年10月 14〜15日

の ル ース台風、昭和29 （1954）年 9 月 25〜27目の

洞爺丸台風などが ある 。 こ の 地は昔 も今も 「台風

銀座」で あ っ た 。 枕崎台風 （図 4 ） の 折 に は、福

岡 で は 9 月 17 日21 時 に 北 北 西 の 最大 瞬 間風 速

図 4　昭和 の 3大台風
11〕

34．9m ／s の 暴風 を記録し、翌 18日 5 時に京都で 南

南西 19．Om ／s の 風 が 吹 い た 。 通過時 間も 「勘仲記』

に よ く似 て い る 。 有名な竹崎季長 の 「蒙古襲来絵
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詞』に描かれ て い る ような、おそ らく300t 程度

の軍船で はひ とた まりもなか っ た で あ ろ う。 伝聞

とは い え、「マ ル コ ・ポーロ 旅行記』に は、軍儀

を開い て状況を立 て 直そ うとしたが 、船が暴風 と

大波で煽 られ て兵員 が右往左往 し収拾が つ か なか

っ た様子 が よ く表され て い る 。

4 ．第3の謎に対する考察

　蒙古襲来事件 以前 の 台風 の 記録 12） を遡 っ て み

ると、文永 3 年 8 月 18日 〔1266・9 ・18〕、弘長 3

年 8 月 14日 〔1263 ・9 ・17〕、文応 元年 8 月 5 日

〔1260・9 ・ll〕、正嘉 2 年 8 月 1 日 〔1258・8 ・30〕

などが 挙げられ る 。 と りわけ文永3年の 台風はす

ざましか っ た ら し く、京都で は た くさん の 寺院の

建物が倒れ、比叡山延暦寺の 諸堂が破損 し た こ と

が 『増鏡』や 『天台座主記』な ど に みえる 。 こ の

台風 は昭和 9 （1934）年 9月 の 室戸台風 に 似 た 規

模 ・経路だ っ た か もしれない 。 1250〜60年代 は台

風の 当 た り年で あ っ たが、京都 か ら西国諸国 に 上

陸 した の は、新暦で い えば 9月以降 が 圧倒 的 に 多

い 。 当時、日本と 中国 や朝鮮 との民間交易が さ か

ん で あ っ た か ら、こ うし た情報は 元 に は 当然伝わ

っ て い た と考えら れ る。し た が っ て 元 軍 は台風が

襲 っ て くる こ と は 知 っ て は い て も、ま だ 時期的に

は余裕があ る と 判断 して い た か も しれ な い 。 し か

し、予想に 反 して台風が早 くや っ て きた 。

　前述 したように 、発生数 ・移動経路 は 違 っ て い

て も、台風は 1 年中発 生 し て い る 。 と こ ろ が 、

1983年 と1984年の 2 年間は 1 〜 5月 の 間 に は まっ

た く発生 しなか っ た
13〕
。1983年は23個が発生 し、

うち 2個が上陸した 。 1984年は27個が発生 したが、

上陸 した もの はなか っ た 。
つ まり、 両年とも発生

個数は平年並みかやや少な い 程度である の に 、年

の 後半 に 発生が集 中し、そ の おかげで 上 陸した も

の が少な い もしくは まっ た くな か っ た 。
こ の 原因

は1982〜83年 に起こ っ た 観測 史上最大 とい わ れ る

エ ル ・ニ
ーニ ョ に よ る と考えら れ て い る 。

エ ル ・

ニ ーニ ョ は冬期 に ペ ル
ー

沖 の 海水温が異常 に高 く
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な る現象で、 こ れ に よ っ て 熱帯海域 の 大気循環の

構造 が変化 し、世界各地 に異常気象を引き起 こす。

エ ル ・ニ ーニ ョ の年に は台風の発生が 少な く、し

か もそ の年の後半に しか 発生 しない の で ある 。 弘

安 4 年の こ ろ は エ ル ・ニ ー
ニ ョ が起 こ っ て い た と

考えら れ る か もしれな い 。

　 と こ ろ で 、 弘安4年以降に 西 日本にや っ て きた

台風
14）

は 、た とえば 、弘安 5 年 7 月 1 日〔1282 ・

8 ・5〕、 弘安 7年 6 月 23日 〔1284・8 ・5〕、正応元

年 8月 6 日 〔1288 ・9・3〕、永仁 3年 7 月 〔1295・

8 ・12〕、正安 3年 7 月 〔1301・8 ・5〕、乾元元年

7 月 8 日 〔1302 ・8 ・2〕、嘉元 2 年 8 月 7 日

〔1304 ・9 ・7〕 とい うように、襲来時期 が次第に

早 くなっ て きて い る 。 明 らか に気候が変化 して き

た こ とが み て とれ る　（図 5 ）。
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図 513 世紀後半から14世紀初頭にカ’けて西日本に襲来した台風

　気候変動 に 関 し て は多 くの 研究が あ る が 、尾 瀬

湿原の ボーリ ン グ ・コ ア の 花粉 分析
15〕

や屋久 島

の 縄 文杉 の 年輪
16〕

な ど の 解析 か ら、13 世紀は 中

世温暖期 （Medieval　Optimum ）と い わ れ る 時期

の 最後に あ た り、14世紀 に 入 る と 小氷期 （Little

Ice　Age ） とい われ る 寒冷期 に 差 し掛 か る こ と が

明らか に され て い る 。 13世紀 に は 北 欧や ア イ ス ラ

ン ドで気温が低下 しは じめ、寒冷化 の た め 農地が

N 工工
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放棄さ れ 牧畜に転化し、14LU一紀に な る と寒冷化が

進む とともに ペ ス トが 猛威を振 る っ た 。 1329年に

は 中国華中の 太湖 （北緯31
°
）が 凍結し 、 朝鮮 や

日本で は冷夏の 記録が増える 。 土 一揆や倭寇が活

発化する の もこ の こ ろ で あ る
i7〕

。 す なわち気 候 の

寒冷化は農作物に深刻な被害 を与 え、それが世情

不安を もたらした 。

5 ．まとめ

　か つ て 気象学者の 荒川秀俊氏
181

が 、 文永 の 役

はすで に台風シーズ ン が 去っ た あとで 、 過去50年

間の統計上 か ら旧暦 10月20日 〔11月26日〕に九州

北部が 台風の た め に 大荒れ に な る こ とはほ とん ど

考えられ な い と指摘 した 。 本論 で も同様 の 結 論 を

得て い る 。 こ の 指摘 に対 して 「現存の 文献 の 不備

の 弱点を突かれた もの で敬重す べ き所論 と考え ら

れるが、論 証 に 使用 された気象学上 の 科学的統計

資料 はわずか に 最近五 十年間 の もの に過ぎず、六

百年の 長期 間 に こ の 統計上 の 資料が適用 され得る

や否や は 疑 問であ る」 とい う意見があ る 。 歴 史学

者には こ の ような意見が強 い ようだ 。

　た しか に 地球は極端 な気候変動を経験 した こ と

があ り、 2 億2500万年前〜6500億年前の 中生 代に

は年平均気温が 現在よ り10℃ ほ ど高か っ た と か 、

2万 5000年前〜 1 万7000 年前 の 最終氷期に は 3 〜

5 ℃低か っ た とい う推定が な され て い る 。 した が

っ て過去50年間の 気象か らこ の 時代の 気象現 象を

論じ る こ とは難しい 。 しか し中世温暖記か ら小氷

期へ の 変動 はせ い ぜ い ± 1℃以 下 と推定 さ れ て お

り、実際 に 農業生産 な ど の 人間 の 活動 に は 大 きな

影響を与えた が 、大気 の 地 球規模 の 循 環 と大気一

海洋 の 相互 作用 に 関す る 気象力学 的 ・熱力学的条

件は さ ほ ど変化し た と は考え られない 。したが っ

て 「現在は 過去 の 鍵」 とな りう る。

　こ うした観点か ら議 論を進 め て きて 、  文永 の

役 で は台風 に よ っ て も異常 に 発達 した 温帯低気圧

に よ っ て も神風 は 吹 か な か っ た 、〔2）弘安の 役は幸

運 に も台風が や っ て きて、元 軍 の 占領 か ら免れ た 、

  ．
元 軍 は台風 に関す る情報 はも っ て い た だ ろ う

が、予想 に 反 して 台風襲来 の 時期 が早か っ た、と

い う結 論に達 した 。

　 しか し、  につ い て は十分な検討が なされたわ

け で はない 。今後 の 問題 となる 。これ に 関して 最

近 の 地球温 暖化をめ ぐっ て 、台風活動 との 関係が

論議され て い る 。 北西熱帯太平洋の海面水温 3℃

上昇 した場合 、 発生す る台風 の 中心気圧が 30〜

40％、風速が 15〜20％強 くなる
19〕

が、全体 として

の 発生個数が減 る
Lo〕

。 また発生 して も年 の 後 半で

日本上陸は少な く、上陸す るの も 9 月が多い とい

う見解が有力 で あ る 。 蒙古襲来 の 時期 は こ れ とち

ょ うど反対、すな わち温暖期か ら寒冷期へ 気候が

移行す るときに あた る か ら、上述 の 推論が あた っ

て い る か もしれ ない 。
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Typhoon  and  thebattle

   Japan was  attacked  two  times  by the

Mongols during the Kamakura  period; the first

was  the battle of  Bun-ei in 1274 and  the second

was  that of  Koan  in 1281. It was  an  article  of

faith that  Japan was  the  god-blessed  land

because the Kamikaze, a  windstorm  raged  by

God, warded  off the Mongolian invaders in these
 'tames.

   Documentary  records  on  the battle of  Bun-ei

are  alternative;  some  of  them  was  described

stories  such  as  the  Mongolian  troops  being

caught  by a  windstorm  at  the night  in Oct. 20 in

1274, or  another  as  they  withdrew  strategically

from  Japan. A  meteorological  study  on  the

probability of  a strike  of  a  typhoon  at  both time

of  battles is made  in this  paper. According to

the record  by the Japan Meteorological Agency,

typhoons  hardly  ever  strike  the  Japanese

Islands and  a stable  weather  is continued  in the

latest autumn  such  as the time of battle of Bun-

eL  Moreover, a  temperate  cyclone,  which  has

appeared  to the southeastern  terrestrial part of

China or  Eastern  China  Sea, is stM

underdeveloped  when  it has arrived  at  the

northern  Kyushu region  and  it could accompany

with  not  windstorm  but much  rain. The  present

provides a key to find a  clue  of  the past  and

of  Bun-ei and  Koan

UDA  Tsuyoshi (NiigataUniversity)

present  climatical  condition  would  have

unchanged  during  the  last century.  It is.

consequently,  difficult to conclude  that  the

Mongols disappeared from the Hakata bay due

to some  meteorological  phenomenon  at the time

of  battle of  Bun-ei.

   However,  it is definite that a  big typhoon

made  land  fall on  the northern  Kyushu  region  at

the time  of battle of Koan  judging from not  only

all documentary  records  but the circumstance

estimated  meteorologically.  Almost of Mongolian

battle ships  were  destroyed and  sank  into the

Sea of  Genkai-nada, This typhoon  should  be

considered  to move  northward  along  the eastern

coast  of Kyushu, across  Chugoku, and  through

into Japan Sea at the early  morning  of Aug.17 in

l281, Due  to the strategic  imperative of sending

130,OOO troops  across  the Eastern Chine Sea,

Momgolians can  be considered  to have had the

requisite  knowledge about  damage  that can  be

caused  by severe  weather  in the  typhoon

season.  Nevertheless, why  they  meet  a  typhoon?

No  speculation  which  goes  around  regarding

this problem,  of  course,  ls eliminated.  It is my

opinion  that they  had no  way  of knowing  the

fact that  a typhoon  season  shifted  earlier  from

the }ate September to the middle  August during

the latest 13C.


