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　それ か ら、韓国の 大衆文化が東ア ジア に お い て

も特に 中国語圏、
ベ トナ ム ・モ ン ゴ ル などの 中国

文化圏 で歓迎され て い る点も注 目され る 。 同 じ東

ア ジア にお い ても、日本で韓国 の 大衆文化を見る

目と、中国 ・香港 ・台湾な どが韓 国 の 大衆文化 を

見る 目に は温 度差 の ようなもの が あ り、タイ ・マ

レ シ ア
・イ ン ドネ シ ア などの東南 ア ジ ア で は韓国

の 大衆文化が 中国語圏ほ ど注 目され て い ない 事実

を見て も、文化 の 共通性 とい う要素が働い て い る

よ うに 思 わ れ る 。 韓国 （朝鮮）は 歴 史的に中国文

化圏 に 属 し、そ の よ うな背景が韓国の 大衆文化を

中国語圏 ・中国文化圏 で 受け入 れやす くする
一

つ

の 要因 で あ ろ う。もち ろ ん 経済 的 ・社会発展的差

異 が あ っ て、1司 じ内容も 日本 で 反応 がな い もの が、

中国 で 反響を呼ん だ りす る こ と もあ る。

3 ．東ア ジア に お ける韓国の 大衆文化の 展望

　こ れ まで 東ア ジア に お け る韓国の 大衆文化の現

状と特徴を調べ て み た が 、 東ア ジ ア に お け る韓国

の 大衆文化 の 今後 の 展望につ い て も簡単 に触れ て

み たい 。 東 ア ジア における韓 国 の 大衆文化 の 受容

は こ こ 数年 の こ とで あ り、韓 国 の 大衆文化 自体 も

流動性 の あ るもの で あるか ら今後 の 展開 を簡単に

は予測 しづ らい 。それ で も文化産業の 成長 に よる

技術 とノ ウ ハ ウ の 蓄積、新世代の 俳優 ・歌手 の 台

頭と活躍、グ ロ ーバ ル 時代に 合 わせ て海外 との積

極な交流と合作、政府の 積極的な大衆文化振興策

な ど 韓 国大衆文化 が 継続 し て 発展する好条件が揃

っ て い る 。 東 ア ジ ア に おけ る韓国 の 大衆文化の 現

在 の 人気 に は幾 らか
一

過性 の もの が ある が、堅実

に 発展 して い けば韓 国 の 大衆 文化 は東 ア ジ ア に お

い て独自の 位置を持ち続 ける と考え られ る。

文永 ・弘安 の 役 と台風

卯 　田 強 噺 潟大学）

　蒙古は台風 に よ っ て撃退さ れ たとい うの が通説

の 様であ る 。 しか し蒙占軍 とは い え、文永の 役で

は高麗軍が、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 は 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 当時 の 人 々 も海 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 、 風

を読む こ とは必須で あ る が、ほん とうに台風 に遭

遇 した の だろ うか 。

　蒙古襲来の 1回 目は文永ll年 10月20日 （1274・

ll ・19）で あっ た 。 晩秋に は台風の 発生は極 め て

少な く、発 生 して も日本を襲うこ とはめ っ た に な

い 。したが っ て、900艘 と い わ れ る大船団が 海を

渡 る の に は 最 も適 し た 時期 で あ っ た と い え る。お

そ ら く文永 の 役 に は 台風 が や っ て きた の で は な

く、蒙古軍が引 き上 げ た の は 別 の 理 由だ ろ う。

　 2 回 目 は 弘安 4 年 閏 7 月 1 日 （1281 ・8 ・16）

で あ る。前日夜 よ り暴風雨が蒙古 の 4400艘 14万 人

とい う途方もない 軍団を襲 い 、船 は破 れ兵 は 溺れ

た 。 当時の 様子を伝え る 文書か ら判断す る に、あ

きらか に台風の仕業で あろ う。大暴風 は北 もしく

は北 西 よ りで あっ た ら しい か ら、こ の と きの 台風

は、 7 月 30日か ら 7 月31日 に か け て 、南 九 州を斜

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 凵 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
。
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　台風 の 記録を遡 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 ・11）、正嘉 2 年 8 月

ユ 日 （1258 ・8 ・30）な どが 西日本を襲 っ た大型

の もの で ある 。
　1250　− 60年代は 台風の 当た り年で 、

ほ ぼ 9 月　（新暦）に京都か ら西国諸国 に上陸 して

い る らしい 。 ひ ょ っ とした ら蒙古軍 は台風 を予 想

して い て も、時期的 に は余裕がある と判断して い

た の かも しれな い 。

　 とこ ろ で 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。台風の 発生 は北西熱帯太

平洋の海面水温な どと関係 して お り、地球が 温暖

化すれ ば台風 の 中心気圧 と風速が 強 くなる もの

の 、発生個数が減る とい う見解が有力で ある 。 ま

た、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 こ と もわ か っ

て い る 。

　と こ ろ で文永 ・
弘安の 役 の 頃は、気候 の 歴史で

は中世温 暖期 （Medieval　Optimum） とい われ る

時代の 末期 に あた り、台風はあ まり発生 しなか っ

たか、発生 して も 9 月以 降だ っ た可能性が ある 。

と こ ろ が 1281年以降、台風は か なりの 頻度で 日本

に 上陸する ように なり、し か も時期が だん だん 早

くなっ て きて い る 。 こ れ は気候が 変動 し 、 寒冷化

に向か い 始め た こ とが原因 と考えら れ る 。 ち ょ う

どそ の ときに弘安 の 役があ っ た の だ ろ う。

COMMENT

　 2 度目の 蒙古襲来 （弘安 の 役、1281年 8 月　［新

暦］）に つ い て 報告者は 次 の よ う に 推論 して い る 。

1 ）中世温 暖期 （800〜1300 こ ろ ） は 台風 の 発生

　 が 少な く、発生 し て も九 州来襲 は 9 月 に 多か っ

　 た 。

2 ）蒙 古は それを避 けて 8 月 に 大軍 を渡海 させ た

　が、13世紀 後半は寒冷期 に 向か う時期に あた り、

　台風来襲が 経験則よ り早ま っ たため、予想外 の

　暴風に 遭遇 した。

　 こ れ は大変お もしろ い 仮説だ が 、 温暖期に台風

の 発生時期が 遅 れ る こ と をエ ル ニ ーニ ョ の年の 経

験則か ら説明して い る点や 、 特定の 年の 台風発生

時期 を気候変動 と の 関連で 説明 し よ うとす る点

は 、 論理が少 々 苫しい 。 また 、温 暖期に台風発生

率が低い の が事実だ と して も、最初 の 襲来 （文永

の 役、1274年 11月 ［新暦］） に 失敗 した に もか か

わ らず、蒙古はなぜ 14万もの 大軍を渡海させ る の

に 3 ヶ 月早め ただけで 秋に こ だわ っ た の か、とい

う疑問も浮か ぶ 。

　た だ し、こ の ように大きなス ケ
ール の仮説を正

確 に検証す る の は困難であ る た め 、 1 ）論理 に破

櫛 谷 辛 司 噺 潟 大 学 ）

綻がな い か、 2 ）史実や同時期 の 他 の 出来事と 矛

盾がな い か、 3 ） さ ら に 大 きな ス ケ
ー

ル の 仮説 に

発展 で きる か、と い っ た 点 か ら妥当性 を 判断す る

こ と に な ろ う 。 こ こ で 、さ ら に 大 きなス ケ ー
ル の

仮説 と は例 え ば、「寒冷化に よ り食糧不足が 発生

した こ とが原因 で 大陸にお い て 民族移動が玉突 き

的に 起 こ り、高麗人 や 南宋人が 日本海の 対岸に活

路を見出そうとして い た こ ろ、同 じく寒冷化を原

因として台風発生 パ ターン が変化 し、それ を予想

し得なか っ た彼 ら は渡海に 失敗 した」、とい っ た

よ うな ス トーリーで ある 。 また、「彼 ら は強 い 北

西季節風が吹き始め る前に大陸へ 帰還する こ とを

考慮 し て 8 月に渡海し た （口本に 進駐 ・定住する

の が彼 らの 目的 で は なか っ た）」、と考える こ と も

可能か もしれな い
。

　 い ず れ も想像 の 域 を出な い 空想 であるが、占代

史を環境変化に 注 目して 解釈 しようとす る こ うし

た ア プ ロ ーチ は、考古学 ・歴 史学 と地理学 ・地質

学の 導門家に よ る共同研究に よっ て の み 可能とな

る もの で 、環 日本海学会に ふ さわ しい 話題 だ と思

う。
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