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沿海州 の朝鮮人 （〜 1937年）

西 重 信 （関西大学）

1．ロ シア 連邦中央 ア ジア の朝鮮人の

　　　　　　　　　　沿 海州 へ の 帰還問題

　 ソ 連邦 の 解体 は、中央 ア ジ ア に おい て も民族主義の

高揚 に よ る 民族国家の成 、レ：をもた ら した。そ の 反 面、

高まる 民族 L義 の 中で生 き抜 くこと が困 難と な って き

た 少数民族も出現 して い る。1937年 に ソ 連邦 シ ベ リア

か ら 中央 ア ジ ア へ 強制移住 させ られた朝鮮 人 で あ る。

　中央 ア ジ ア で の 民 族主義 の 高ま りは、まず 公 用 語が

それまで の ロ シ ア 語か ら各 共和 国 の 母 国 語 へ の 転 換 と

な っ て 表れ た。カ ザ フ ス タ ン で は カザ フ 語へ 、ウ ズ ベ

キ ス タ ン で は ウ ズ ベ ク 語へ と い う 具 合 で あ る。そ の 結

果、各共 和 国で 少数者 と して居 住 して い る朝 鮮 人 は ロ

シ ア 語使用 民族 と して教育や 雇用 に お い て差別 の 対象

に な っ て しま っ だ
’。数多くの 「社会主義労 働英雄 」を

生み 出 した ソ 連邦時代 の 栄光 は ま さ に過去の 遺物 とな

っ て しま っ たか の よ う な観 が ある。か っ て シ ベ リア の

朝鮮人 の最大の集住地 で あ っ た 沿海州 へ の 帰還 運 動 を

生み 出 した直接 の要 因 は、こ の よ うな 中央ア ジ ア で の

状況 に ある。

　
一

方朝鮮 人 の 前住地 で あ っ た 沿海 州 に お い て は、冷

戦 の 終結 に よ る 軍事的緊張 の緩和 と ともに、ロ シ ア の

経済混乱 に 伴う深刻な経済 困難がある。荒れた 農地 や

空 屋 と な っ た ロ シ ア 軍兵舎などは そ の 象徴 で あ る。

1998年 1月、ロ シ ア 沿海州政府 は ロ シ ア の 国内避難民

と して の 朝鮮人 に 4 ヶ 所 の 空 の 兵舎を与え る と い う決

定 を行 っ た。不充分な施設で は ある が住居が確保さ れ

た 意義 は きわめ て 大き い。中央 ア ジア の 各共 和 国 で は、

自発的 に 沿海州へ の移住を決意 した朝鮮 人 で あ っ て も

自由な財産 の処 分は保証 され な くな った。っ ま り移 住

の ため の 資金をっ くる こ との で き ない 朝鮮人 に と ．
っ て

は、沿海州 政府の 対応は 移住者を引 きっ ける大 き な要

因 と なった。この よ う に して 沿海州 で は、ラ ズドーリ

ノエ や ポ ポー
フ カ な ど 4都市の 他 に 1小 都市が 朝鮮 人

の 集団 移住 者用 に 割 り当て られ、すで に移住 して き た

人 々 は 2万 人 か ら 3万 人 に達 して い る と推 測 され て い

る。さ らに 集団 移 住 者用 と して 全部 で 10か ら15の 小 都

市が 予 定 され て い る と も いわ れ て い る。移 住 者 に は住

居 の 他 に そ れ ぞ れ に 2〜3 ヘ ク タール の 耕 地 が 5一え ら

れ て い る 。 入 植 者は 主 と して 農業 に よ る経済的 自立 を

め ざ し、加 工 業、軽工 業、食品 工 業の 育成、さ ら に畜

産、毛 皮 家 禽業、木材加 工 業 な どが 想定 され て い る 。

と こ ろが 最大 の 課 題は 営 農資金 と住宅 補修費用 の 不 足

で あ る。1998年 5月 に、この 問題 に関心 を もっ 韓国 の

学 会 や 機 関 に よ る現 地 視 察 が 行わ れ、高麗合 繊株式 会

社 を 中 心 と した 活 動 で 数 億 ウ ォ ン の 募金 が あ り、同年

の 冬 は ど う に か 乗 り切 る こ と が で き た と い わ れ て い

る
z 。

　 この よ うに す で に 始 め られ た 沿 海 州へ の 帰 還 で ある

が、前 途 は 容 易 で は な い。い い か え れ ば、沿 海 州 で の

農 業 に よ る経 済的 白立 が 果 た して 短 期間 で 可能 な の か

ど うか とい う問 題 で あ る。隣 接 す る中 国東 北 部 の 農業

と直接 競合 す るか らで あ る。強 制 移 住 前 の 沿 海 州で は

稲作を 中心 に した 朝鮮 人 の 伝 統的 農 業 に よ っ て朝 鮮 人

社会が 自立 して い た ば か りか、シ ベ リアで の 食糧 供 給

に 多大 の 貢献を して い た の は 事 実 で あ る。しか し、今

1・1、日本 や 韓国 を は じめ と した 国 際協 力 と経済交 流 に

よ っ て め ざ ま しい 発展を と げた 中国東北部 の 農業生産

力 は、当時 とは 比較に な ら な い 。 逆 に沿海州 の 朝鮮人

農 業 に は 半 世 紀以 上 の 空 白期間 と ロ シ ア の 経済混乱が

［キ
ー

ワ
ーズ ］

民族 1義 、跨境 民族、シ ベ リア 出兵、第 6 回 コ ミン テ ル ン 、一
国
一
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ある。両 者 の 競争力 に は きわ め て 大き な差 が ある。そ

れ に 加え て 国 境 の 閉鎖 に よ っ て 旧 ソ 連邦国内経済 が 保

護 さ れて い た 当時 と は 異 な り、現在 で は 中 ・ロ 国境貿

易が 活況 で ある。農業 に 限 らず、中国 東北部の 経済は

沿 海州 に 直接 影 響 を及 ぼす。加 工 業、軽工 業、食品 工

業 も例 外で は な い ばか りか 、む し ろ 中国 に 依存 し た 部

分 さ え あ る。

　他 方、い う ま で も な く中央 ア ジ ア の 全て の 朝鮮人 が

沿 海 州 に 帰 還 しよ う と して い る の で は な い 。朝鮮 人の

多 くは現 住地 で 生 活 し、民族 の 白覚 と誇 りを 継承 しな

が ら他民族 と 共 生 して い こ う と して い る。中 央 ア ジア

の 朝鮮人社会で は、他 民族 の 文化 、言語、風 習を 尊重

す る に は まず 自らの 民族 の 自覚 と誇 りを もた な くて は

な らな い と い う 運勤が あ る ．
っ ま り中 央 ア ジア の 民族

主義 を理解 で きな い の は、自らが 自覚 と誇 りを 欠 くた

め で ある と い う認識で あ る 。 民族的自覚を 取 り戻そ う

とす る 文化的事業 と と もに 、か っ て 数多くの 朝鮮 人社

会主 義労働英雄 が 築き Lげた 事業を 継承 し発展 させ よ

う とす る試 み が あ る。稲作や野菜栽培の 農業 に 加 えて、

旧 ソ 連邦 で は 中国や 日本か ら輸入 して い た し ょ う油、

味噌、豆 腐などの 農産加工 品の 製．造事業で あ る n 中央

ア ジ ア で は、文化的 に も経．済的 に も 自ら の 問題 は 自 ら

の 力で しか も現住地 に お い て 積極的 に 解決 しよ う とす

る努力が な されて い る
？．
こ と も忘れ る わ け に は い か な

い 。

　 そ の うえで 沿海州へ の 朝鮮人 の 帰還 は、ロ シ ア の 国

内問題 に 止 ま ら な い もう一
っ の 問題 を も っ て い る こ と

に 注 目すべ きで ある。沿海州 に 隣接 した 中国吉 林省に

は 延辺朝鮮族自治州が あ り、も う　
・
方に は豆 満 江 （図

們江） を隔て て 北朝鮮 （朝鮮民主 主義 人 民共 和 国 ） が

ある。っ ま り沿海州に 帰還す る ロ シ ア の 朝 鮮 人 は、再

び跨境民族 に な ろ う と して い る の で ある 。 豆 満江 地 域

すなわ ち朝 ・中 ・ロ 3 国国境地 域 は、朝 鮮 人 の 跨 境 関

係 に よ っ て か っ て は一
体 の 経済

・
文化 圏を 形 成 して い

た。こ の
一

体性 が破壊 さ れ た の は、朝鮮 人 の 中 央 ア ジ

ア へ の強制移住 に よ る 。 ソ 連邦
・ロ シ ア の 朝鮮 人 に 関

す る近年 の 研究 は、強制移住は ス タ
ーリン に よ る国 内

粛清の
一

環で あ っ た こ とを 明ら か に して い る   だ が

沿
’
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朝鮮 人 の 強制移 住．は、跨 境 民 族 の 追 放 と い う側 面 を も

も っ て い る。現 在、ロ シ ア 国 内 の 少 数 民族 の 民 族 主義

が 辺 境
．
地 域 に お い て 最 も高揚 し、ロ シ ア の き わ め て 困

難な 課題の つ に な っ て い る。強制移 住 を跨 境民族 の

追放 と して と ら え る こ と が 重 要 に な っ て い る。こ の 小

論は 、沿海州へ の 朝鮮 人 の 帰還 問題 を 考え る うえ で 欠

か す こ と の で き な い 前史と し て、跨境民族 と して の か

つ て の 沿海州 の 朝鮮 人 に っ い て 若 H”の 考察を 試た もの

で あ る
5
。

2 ．朝鮮人 の沿海州移住

　朝 鮮 人が い っ 頃 か ら 沿海 州、シ ベ リア に 居住 し始め

た の か に っ い て は、い くっ か の 説 が あ る n 最もよ く知

ら れ て い る の は、1863年 に 帝 政 ロ シ ア 政 府 に よ ．．，て 確

認 され た移 住 者 の 例 で あ ろ う。

　ポ シ ェッ ト湾周 辺 （現 在 の ハ サ ン 地 区 ）の 官有地 に

13戸 の 朝鮮 人 が居 住 して お り、翌 1864年 に は 60戸、308

人 に な り、1868年 に は 165戸、1869年 に は 実に 766戸 へ

と急速 に増加 して い っ た と い う も の で あ る
，。1863年

か ら ロ シ ア と 朝鮮 が 外交 関係 を 結 ん だ 1884年 まで の 期

問の 移住者 は、1．　164戸 、5，447人 に の ぼ り、3，357デ

シ ャ
ー

チ ン （1デ シ ャ
ーチ ン は 1．09ヘ ク タール ） の 土

地 を 占 有 して 10ケ 村を
．
形 成 した 。だ が 19世 紀末 に ウ ラ

ジ オ ス トッ ク か ら E 満 江 まで の 沿海州 南部を旅行 した

英 国 人 女 性 イサ ベ ラ ・バ ードは 、こ の地 方へ の朝鮮 人

の 入植 は 1863年 よ り もずっと 以 前 の 二 と で ある と 記録

して い る
ア’
。こ れ を裏 づ け る よ う に すで に 1858年 に は

朝 鮮 威 鏡 道 出 身の 韓
』
歌 が ポシ ェ ッ ト湾 周辺 で 農業 を

営ん で い た と す る 説 が あ び 、さ ら に 韓
一
歌 の 入 植 は

1853年．で ある と い う研究 も ある
9 
。こ れ ら の 諸説 は

一

見異 な る 見解の よ う に み え る が、矛盾す る も の で は な

い 。沿海州 が 清国 と ロ ン ア の 共 同管理 下 に お か れ た の

は 1858年で 、公式 に ロ シ ア の 版 図 に 組 み 込 まれ た の が

1860年 で あ る。っ ま り こ れ 以 前の 移住者に 関 して は、

施政 が 行 届か ず 人 口 統計 も不 充分で あ っ た だ け の こ と

で あ る。沿海州が ロ シ ア 領に な っ た 時 に は、す で に か

な り の 数 の 朝鮮 人 が居住 して い た とい うの が 実 情 で あ

っただ ろ う。
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　 ロ シ ア は、こ れ ら の 朝 鮮 人 移 住 者 を シ ベ リア 開 拓の

労 働 力 と して 積 極 的 に 利 用 した。初期 の 入植地 か ら さ

ら に 北 方 へ の 転 移 住 を 進 め た の で あ る
1［；
。1867年 か ら

1869年 に か けて 、ポ シ ェ ッ ト区 の 10ヶ 村 の 住民の
’
部

が 朝 鮮 か らの 新 しい 移 住 者 と と も に 綏芬 河地 方に 転移

住 して 680戸、3，321人、3，192デ シ ャ
ー

チ ン を 占有 す

る 4 ヶ 村を 形成 した。こ れ ら の 村 々 は、後 に 綏芬四 社

と い われ る 豊か な農村 に 発展 し た n も．，と 強力に 押 し

進め ら れた 政策が ある。1872年 に 黒 龍 江 沿岸 の ブ ラ ゴ

ベ シ チ ェ ン ス ク の ド流地 点 に っ く られ た ブ ラ ゴ ス ロ ウ

ェ ン ノ エ 村の 例 で ある。こ の 村 を っ くった の は 、沿海

州の ス ーチ ャ ン や ラ ズ ドーリノ エ 付近 に 居 住 して い た

1 ：

「人 ほ どの う ち の 103戸、431人 の 朝 鮮 人 で あ る、、転

移住 に 要 した 16，570ル ープル は ロ ン ア 政 府 が支 出 した 。

入 植 者 に は、キ リ ス ト教 へ の 改 宗 を 条件 に して20年間

の 地 租 の 免 税、人 頭 税 の 永久 免 除、1戸 当 り100デ シ

ャ
ー

チ ン の 土 地 と ロ シ ア 国 籍が 与 え られ た 。 こ の よ う

な 朝 鮮 人 移 住 者 に対
．
す る ロ シ ア の 政策 は、さ らに 多 く

の 朝鮮 人を シ ベ リア に ひ き入 れ よ う とす る 目的 に あ っ

た 。

　
一

方19世 紀後半 の朝鮮咸鏡道 で は、それ まで の 間 島

（延辺 ） と の 国 境 貿易 に 加 え て ロ シ ア と の 貿易 に よ る

商品 経済が 浸 透 し、人 々 を国 外 へ 押 し出す 要 因 が増 々

強くな って い た
』1．
。ロ シ ア と の 貿 易 は、海 路 お よ び陸

路慶 興 〔元 汀 里 ） を 経 由す る生 牛 の 輸 出 に よ って、外

交関係 が な か っ た に もか か わ ら ず 1863年 か ら 始 ま っ

た
1”！

。生牛 は 沿海州 に駐留す る ロ シ ア 軍 の 食肉 用 と し

て 、ロ シ ア に と ．って の 必 需品 で あ った。1889年 に は年

闘約 1 万 頭が 輸 出 されて お り、そ の 50％ か ら 60％ は 元

山 か ら ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク へ 海路輸送 され た
131。生 牛 の

78％ が 牡牛で 22％ が 牝 牛 で あ った。生 牛 に 次 ぐ輸 出品

は 燕麦で あ る。威鏡道 北部 で は 年 平 均 8千 プード （1

プードは 16、38kg）か ら 1万 プードが 沿 海 州 に輸 出 さ

れ て い た。そ の た め 、どん な に 金 を積 ん で も当 地 で は

燕麦 を 買 う こ と は 困 難 と さ え い わ れ た
11 。これ らの 燕

麦 は、生牛と 同 じよ うに 沿 海 州 の ロ シ ア 軍 の 食糧で あ

った。大 量 の 牛 牛 の 輸 出 は 咸 鏡 道 の 耕 牛 の 数 を 大 き く

減 少 させ て耕 牛 価格 を っ り⊥ げ、 卜層農民の 生 産 手段

を 奪 う結果を 招い た。そ の う え燕麦 の 輸出は飼 料 不 足

を もた ら し、農家 の 家畜数 を 大幅 に 制限す る こ と に な

っ た。生 牛 と 燕麦の 対価 と して 綿織物 な ど の 工 業製品

と ロ シ ア 通貨が 入 っ て き た。すで に 揺 ら い で い た成鏡

道の 李朝封建農村は 、ロ シ ア と の 国境貿易 に よ っ て 急

速に 解体 し始め る。納税や 兵役 を逃れ て 下層農民 の 逃

散が さ ら に 拡大 し、［」」闘僻地 に 隠れて 生活す る 数多く

の 流民 が 到 る 所 で み られ だ 5’。こ れ ら の 流 民 が 直接 あ

る い は 間 島を 経 由 して 沿海州 へ と移 住 して い くの は 自

然 な 現 象 で あ る。1869年 の 朝 鮮 北 部 の 大 凶作 は、こ の

現 象 に 追 い 討 ち を か けた。

3．沿海州の朝鮮人人ロ の 推移

　 表 1は、ロ シ ア 革命前 まで の 沿海州 の 朝鮮 人 人 口 の

推移 を 表 した もの で ある
5’

。 国境 の 往来 が 比較的容易

で 密入 国者が 同族に か く まわれた り、転移住や 出国の

際に 氏名が 売買 され る こ とが あ り、ロ シ ア 行政機関に

よ る ［E確な 人 口 把握は きわめ て 困難で あ っ た。こ の た

め 不 完全 な 統計 とみ なすべ きで、特 に 非 ロ シ ア 国籍者

数 は 実 際に は か な りの 変動や 幅が あ っ た と考えられ る。

それ に く らべ て ロ シ ア 国籍者は 比較的正 確で 、ロ シ ア

の 朝鮮人 政策を み る うえで 有効で あ る。年代順 に 辿れ

ば 以 下 の 点を 指摘す る こ とが で きる。

1．

2．

3．

4．

1892年に そ れ ま で 皆無だ っ た ロ シ ア 国籍者が 多数

計 ヒさ れ、全 体の 約78％ を 占め て い る n

1892〜1902年 の 問に 朝鮮人 総人 口 は 大幅 に 増加 し

た が、ロ シ ア 国籍者は20％ ほ どの 増加 で あ る。ロ

シ ア 国籍者 を親 とす る出生者の 国籍取得を 考慮す

れ ば、あ らた な ロ シ ア 国籍者の増加は それほ ど多

くは な い と い えよ う 。

1902〜1906年 の 問は、朝鮮人総人 ［1もロ シ ア 国 籍

者 も殆 ど増加 して い な い。

1906年 以 降、朝鮮人総人 口 は 次第 に 増加 して い く

が、ロ シ ア 国籍者は減少と増加をくり返 して い る。

1912年 の ロ シ ア 国籍者数 は 1902年 と ほ ぼ同 数で、

増加 に 転 じる の は 1913年 か ら で あ る。

　以 上 の 現象 に っ い て 若十 の 説 明 を加 え て み よ う。

1892年 の ロ シ ア 国籍者 の 計上 は 1884年 の ロ シ ア と朝鮮
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表 1　 沿 海州の 朝鮮 人 人 口 の 推 移

朝　鮮 　人

年 ロ シ ア 国 籍 非。 シ 咽 烈　 計　　　　　　　　　1

1882 10，137　 …　 10，137
　 　 　 　 　 　 　 ［

1892 12，940 3，624i16 ，564

1902 16，14016 ，270132 ，410

1906 16，96517 ，434i34 ，999

1908 16，19029 ，207　、 45，397

1909 14，79936 ，755i51 ，554

1910 17，08036 ，996　
ト

54，076
　 　 　 　 　 　 　 　 ヨ

1911 17，47639 ，813157 ，289

1912 16，26343 ，452159 ，715

1913 19，27738 ，163　　 57，440

1914 20，10944 ，200　 164 ，309　　　　　　　　1

『
極 東 露 領 に於 け る黄 色 人 種 問 題 』 （104〜105ペ ージ ） お よ び

『沿海州 ・サ ハ リ ン 近い 昌の 話 』 （41ペ ー一ジ）か ら作成、，

の 国 交 開 始 に 伴 う ロ シ ア の 朝鮮人 に対す る権利規定 に

も とつ くもの で あ る。そ こで は 第 1種か ら第 3種 まで

の 権利が 定 め られ た
三ド1。第 1種 は 1884年以 前 に 移住 し

た 者で、引き 続 き ロ シ ア に居 住 す る こ とが 許 ・∫され た

が、ロ ン ア へ の 帰化が 必 要 と され た。第 2種 は第 1種

以 外の 者で 、農業 な どの 事業を 閉 鎖 す るた め の
一

定 の

猶予期間を 過 ぎた 後 には 帰 国 しな くて は な らな い。第

3種は
・
時的入 国 者で あ る。1891年 に は こ の規定 に沿

っ て 該当者に ロ シ ア 国 籍 と と も に 1戸 当 り15デ シ ャ
ー

チ ン の 未墾 地 が 与え られ た。後年、ロ シ ア 国籍 と土地

を 持っ 朝鮮人 は 「元戸 」 と呼 ば れ た が そ れ は主 と して

第 1種の 階層で あ る 。 こ れ に対 して 国籍 と上 地 を持 た

ない 者は 「余戸」 と呼 ば れ た
IS．。

　次 に 1892年以降1902年の 間 の 朝鮮 人 総 人 m と ロ シ ア

国籍者の ア ンバ ラ ン ス な増加 を ど の よ う にみ るべ きで

あ ろ うか 。 こ の 期間 にお い て も、朝 鮮 人へ の ロ シ ア 国

籍は 積極的 に 与え られ て い る。第 2種 該 当者 に対 して

事業閉鎖の 猶予 期 間 を延 長 して 第 1種 に糾 み 入 れ よ う

と した り、5年以 L居 住 して い る第 2種該当者 の 全て

に ロ シ ア 国籍を 与 え る こ と も あ っ た
IF］／。そ れ に もか か

わ らず ロ シ ア 国籍者が それ ほ ど増加 しな か った の は、

国籍と土 地 を与える一一
方で 沿海 州外 へ の 転 移 住 を進 め

る と い う政策が と られた か らで あ る。 そ の うえ 1900年

の北清 事変の 際 に 出国 した り追放 され た 中国人 の 居佳

地 に 朝鮮人を転移住させ る と い う政策もと られ、シ ベ

リア で の朝鮮人の 居住地 は急速 に 拡大 した 。 こ の 頃ま

で が い わ ゆる 「黄色ロ シ ア 」 の 建設期 で ある 。 こ の 政

策 が、きわ め て 多数の 朝鮮人 を シ ベ リア へ 引き入れ た

こ とが朝鮮 人総 人 口 の 大幅な増加 に な っ て 表れ て い る。

　 1902年 か ら1906年の 問 に 朝鮮人総 人 口 も ロ シ ア 国籍

者数 も殆ど変化 して い な い と い う現象 は、目露戦争の

影響 に よ る もの で あ ろ う。国境地 域 の 緊張 と戦乱が 国

境を跨 ぐ人 口移動は もと よ りロ シ ア 領内の 移動 も停滞

させ た こ とを表 して い る。

　 1906年 以 降の ロ シ ア 国籍者数 の 増減 の く り返 しに は

特 に 注意すべ きで あ る。自然増加 と い う こ と を 考えに

入れれば、1912年 の ロ シ ア 国籍者数は 10年前 に 比較 し

て む しろ 減少 したとみ て よ い だ ろ う 。 1913年 以 降に ロ

シ ア 国 籍者は 増加 に 転 じて い る が こ の 年 に は 非 ロ シ ア

国籍者数 は 逆 に 初め て 減少 して い る 。 こ の よ うな 現 象

は 日露戦争後 に ロ シ ア の 朝鮮 人政 策 に 明 ら か な 転 換 が

あり、朝鮮人社会 に な ん らか の 混 乱 が 生 じた もの と考

え られ よ う。そ こ で 日 露戦争後 の ロ シ ア の 朝 鮮 人 政

策
三1〕
を 具体的に み て み よ う。

　 まず1907年 に ロ シ ア 国籍朝鮮人へ の 最後の 土地 分配

が 終 r し、沿海、黒龍 2 州の 金鉱労働者の う ち朝鮮 人
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労働者は 2，　600人 に 制限す る と い う政策が と ら れた。

1908年 に は金鉱 か らの 朝鮮人 労 働者の 追放が命令 され、

翌年に は 実際に 黒h
’
E州で 約 2千人、沿海州 で 5千人 が

追放 された。また1908年に は 朝鮮人 と中国 人 へ の 官有

地 の 賃貸が禁止 さ れ、1909年か ら1910年に か け て 第 1

種該当者 に 対す る 審在が 2 度に 渡って 実施 され た。さ

ら に 1911年初頭 以 降、沿海、黒 龍、ザ バ イ カル 3州 の

官業へ の外 国 人労働者の 雇傭禁止 と官有地 の 賃貸禁 TE

が 実施 され た。こ の措置は 不 当に もロ シ ア 国 籍者に も

適用 された。1906年以 降に み られ た ロ シ ア 国 籍朝鮮人

人 口 の増減 の く り返 しは、この よ うな ロ シ ア の 政 策転

換 に よ る 国籍 は く奪、国 内外 へ の 逃 散 あ るい は 追 放、

そ れ にか わ る者へ の 国籍 付 与 に よ る もの で あ ろ う 。 い

わ ゆ る 「黄禍」 論
1
に も と つ く政 策 転 換 で あ る 。 そ の

背景 に は、ヨ ーロ
ッ

パ ロ シ ア か ら シ ベ リア へ の 国 内 移

民 政 策が あ る。

4 ．帝政ロ シア 国内移民政策 と朝鮮人

　沿海、黒 龍 2 州へ の ロ シ ア の 国 内移 民は、移 民の 移

動手段 に よ 一って、黒 龍 州 の 場 合 に は 1900年 の 以 前 と以

後、沿海州 の場 合 に は 1883年 以前、1899年 ま で、1902

年まで、1903年 以後 に 区 分 す る こ とが で き る
221。ま ず

黒龍州 の場合 の 1900年 以前 をみ る と、強制 移 民 も行 わ

れた と い わ れ るが、自由移 民 は 約 8千 露里 〔1露 里 は

1，06km） の行程を 2年か ら 3年 を か け て 陸路 移 動 した。

政府 の 経済支援 は殆 ん どな く、移 民 は個 人 資産 を 費用

と して 移動途中で 路銀 を得 る た め に 特 的 に滞 留す る

こ と もあ っ た。到 着移 民 の 数 は き わ め て 少 数 で、約

35，500人、年平均約 1千 人 に も満 た な い。到 着移 民 の

最少 は 1875年 の 15人、最 多は 1894年 の 5，958人 で あ る。

非常 に 困難 な移動で あ っ た に もか か わ らず ロ シ ア の新

領 k が移民を ひ きっ けた 要因 は、入植地で は兵役が免

除 され た こ と、事実 E．完全な信教の 自由が あった こ と、

1戸当り100デ シ ャ
ー

チ ン と い う 広大 な土 地 が 与 え ら

れ た こ となどが あ る。1900年以 後 に な る と、ザ バ イカ

ル 鉄道 の敷設 で 鉄道輸送が利 用 され る よ う に な り到 着

移民は激増 した。1910年 まで の 到 着移民 は約 8万 3千

人で ある。

　 次 に沿海州 の場 合 の 1883年以 前で は、黒龍州の 前期

の 場 合 と 同 じよ う に 1掴難 な陸路移動で あった。到 着移

民 は わ ずか 3．　800人 ほ どで、年平 均200人 以 下で あ る。

黒 龍州 よ り もさ ら に 困難で あ一った こ と が よ くわ か る，

1883年以 後、北 海航 路が 開か れ た こ と で 沿海 州 へ の海

路輸 送 が 可 能 に な り、1899年 ま で の 到 着 移 民 は 約

43，　800人、年平 均2，700人 ほ ど に 急増 した。1900年 以

後、北 海航 路 に加 え て ス トレ テ ン ス ク ま で の ザバ イカ

ル 鉄 道 の 敷設、黒 龍江 の 河 川 輸送 が 開始 され、1902年

まで の 到 着移 民 は 約 24，400人で 年 平 均 8千 人 に達 した。

1903年 に営 業 を開 始 した満 州 （中国東 北 部） を 東 西 に

貫 く ロ シ ア 東
．
支鉄 道 に よ 一

っ て、1910年 ま で の 到着移 民

は 約13万 9 千人 で 年平均 1万 7干 人以 上 と飛躍的に増

加 した 。 こ の 期間 に 日露戦争が あ っ た こ と を考えれ ば、

到 着移民の 大半は 戦後 の 到着で あろ う 。 東支鉄道 が ロ

シ ア の 国内移民政策 に と っ て い か に 画期的手段 に な っ

た の か が よ くわか る 。

　 ロ シ ア の 朝鮮人政策 の 転換 は、黒龍州へ の 国内移民

の 後期、沿 海州へ の 最終期 に生 じて い る 。 表 2 は 1906

年か らユ9ユ0年 まで の 沿 海、黒龍 2州へ の ロ シ ア 人 到着

移民 と、ヨ
ーロ ッ パ ロ シ ア へ の 帰還移民の 数 を表わ し

た もの で あ る
2／ll

。 両 州 へ の 到 着移 民を 比較 して み る と、

よ り遠 隔 で あ るに もか か わ らず沿 海州へ の 到着移民は

黒 龍 州 を は るか に lt回 っ て お り、5年間 の 合計で は約

2倍 で あ る。特に ロ シ ア 国 籍朝鮮 人 へ の 十一地 分配が 終

r した 1907年に は、実 に 6万 人 以 上 の ロ シ ア 人移民が

到 着 して い る 。 帰還 移民を み る と沿海州か ら の 帰還移

民は 黒 龍 州 を 大 き く ヒ回 り、5年間で 約3，5倍 で あ る 。

特 に ユ907年 の 帰還 移 民の 数 は 突 出 して い る 。 到 着移民

と 帰還 移 民 の 差 が ロ シ ア 人 人 凵 を 増加 させ る最大 の 要

因 と な る。沿海 州 で は 1907年 に 5万 人 以 ［，、5年間 で

は、11万 人 以 上 の ロ シ ア 人 人 口 が 移 民 に よ っ て 増加 し

た こ と に な る、っ ま り1907年か ら ロ ン ア の 国内移民政

策 と して沿 海州へ の 移民が い っ そ う強力 に推進 された

の で あ る 。
ロ シ ア の 朝鮮 人政策の 転換の 目的は、国内

的 に は ロ ン ア 人移民の 保護に あ っ た とい え よ う 。

　で は対外 的 に は ど の よ う に説 明 で き るの で あろ うか。

1906年 末、ロ シ ア の イ ズヴ ォ ル ス キー
外相は 駐 ロ シ ア
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表 2　黒 龍 州 と沿 海 州 へ の ロ シ ア の 到 着移 民 と帰還 移民 （1906〜1910）

　　　州

　　　人

年

黒　　　 龍　　　 州 ｝倉　　　　　　　海　　　　　　　州亅

到 　着 帰 還（比 率％ ）1　 残　留
　　　　　　　　　　　 …

到　着 帰還（比率 ％） 残　留

190619071908190919104，58513

，1799

，64421

，04920

，935

　　193　〔4．2）　i　　　4，392
　　　　　　　　　　　i
　　861　（6．5）　i　　 l2，318
　　　　　　　　　　　i
1，097（11．4）　1　　　8，547
　　　　　　　　　　　｛
997 （4・7）i20・052

2，079 〔9．9）！ 18，856

6，54861

，72222

，37023

，77214

，416

　　265 （4．0）

8，114（13，1）

2，801（玉2，5）

3，297〔13，9）

3，801（26，4）

6，28353

，60819

，56920

，47510

，615

計 69，392 5，227　（7．5）　1　　64．165 128，828 18，278（14，2） 110，550

『

露 領極東 の 農業 と歹1自民問題』 （136〜139ペ ー
ジ）か らfl．成。

公使本野
一

郎に 対 して、両 国が将来確実 に 平和 を保っ

とい う保証があれば ロ シ ア は 日本 に 譲歩 して もよ い と

い う 主 旨の 意向を伝え た
24／。日露戦争後 の 対 日関係修

復へ の 具 体的 行動で あ る。1907年 2月、ロ シ ア 政府 は

2 ヶ 条 の 対 日協約 案を 提示 した。柑彑 の 領十 保全と条

約 Eの 諸権 利 の 保障で あ る。こ れ に対 して 口本政府 は、

ロ シ ア 側の 協約 案 に さ らに 2 ヶ 条 を追加 した 対 ロ 協約

案を 決定 した。満州 に お け る両 国 勢 力範囲 の 画 定、第

1次、第 2次 凵韓協約 を 承 認 す る こ とお よび将来にお

け る 朝鮮 に 関す る 不 干 渉 で あ る。同年 4月、ロ シ ア 政

府は 再 び 対案を 提 示 した。モ ン ゴル に対す る ロ シ ア の

支配権を 承認す る こ とで あ る。す なわ ち 満 州、朝鮮、

モ ン ゴ ル に お け る 凵本 と ロ シ ア の と りひ きで あ る。両

国の 関係修復は、1907年 7月 に 第 1次 日露協商 とな っ

て 表われた。だ が そ の 過 程 で は、ロ シ ア 政 府 は対 口関

係へ の 配慮 と 警戒を 表 わ して い る。1907年 6 月 の い わ

ゆ る ハ ーグ密使事件 で は、韓 国 皇 帝 の 信 任状 を も一った

3人 の 特使を 無視 した
一

方で 、シベ リア を領 有 して 以

来続けて きた 自国 領 に 朝鮮 人 を ひ き入 れ る政 策 を転換

した 。第 1次 日露協商追 加 約 款 で は、満 州 で の 勢力範

囲 が 画定 され た。そ の 分 界 の 起 点 は、ロ シ ア と朝鮮 と

の 国 境の 北 西端す なわ ち 豆 満江 下 流 左 岸 の 3 国 国境 の

接 合点で あ っ た
：5／

。ポ シ ェ ッ ト地 区、間 島お よび咸鏡

道 か ら な る 豆 満江地 域 は、こ の の ち 凵露 両 国 の 勢力 が

直 接 対 峙 す る 緊張地 域 と な っ た。

5．シベ リア 出兵と朝鮮軍の 派兵

　 囗 本の シ ベ リア 出兵 は、1918年 8 月 の 日本政府 の 出

兵宣 盲と 日 本陸軍部隊 の ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク上 陸 を も っ

て 開始 され た と され て い る。しか し同年 10月 に、豆 満

江と中国吉林省の 琿春 に 接 した ポ シ ェ ッ ト地 区、お よ

びそ の 北 方の ラ ズ ドーリノ エ に 到 る南部 ウ ス リー地 方

に朝鮮軍が派兵 され、朝鮮人 の 抗 日 闘争を弾圧 した こ

とに っ い て は あまり知 られて い な い。い わ ば シ ベ リア

出兵 の 陰 に 隠れ る か た ちで 行 なわれ た朝鮮軍 の 越 境出

兵で あ る。こ の 出兵指示 は、10月 7 口付 で 陸軍 参謀総

長か ら 出され、朝鮮軍司令官 の 命令 と して 翌 IO月 8 日

に 第 19師団 に 下された。命令の ド旨は、次 の よ う な も

の で あ る
2G／

。

　 ウ ラ ジ オ ス トッ ク か ら朝鮮国境 に 通 じる ロ シ ア の 南

部 ウ ス リ
ー

陸上電信線 （ウ ラ ジ オ ス トッ ク
〜

ラ ズ ドー

リノ エ 〜慶興〜京城） は、ウ ラ ジ オ ス トッ ク と 日本 と

を結ぶ 1．二要通信線で あ る。こ の 陸上 電信線の 掩護部 隊

を配置す る こ と に っ い て はすで に 1918年 7 月 以 降 論議

され て きた が、周囲 の 情勢で 実行 で き な か っ た。諸 情

報を統合 した と こ ろ、
尸
該地 方ハ 排 目思想 ヲ 有 ス ル 鮮

人 ノ 巣窟」 で あ る。霓信線 の 掩護 の 必 要性は い うま で

もない が、こ の機会 を利用 して 「彼等 ノ 駆 除 ヲ行 フ ヲ

緊要 ナ リ ト認 メー、朝鮮軍 か ら歩兵 1大隊を 基 幹 と す

る部 隊 の 派遣を決定 した。派遣部隊に は 本年春に ウ ラ

ジオ ス ト ッ ク へ の応急派兵 に 備えて 出動準備を 命 じた

第19師団 歩兵第74連隊の 部 を 当て る こ と にす る。朝
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鮮人 に 対す る取 り締 りを 行う関係 ヒ、派遣隊 は 出動後

も朝鮮軍司令官の 指揮下 に 置くと と もに、補給も朝鮮

軍が 担当す る。こ の 派兵は、従来か ら 日木政府が標榜

して きた チ ェ コ ・ス ロ バ キ ア 軍救援 と い う シ ベ リア 出

兵の H的 とは 直接の 関係が な い。こ の た め 、特 に シ ベ

リア の 外国軍隊や ロ シ ア 人の 誤解を防ぐ必 要が ある。

ま た、こ の 地 方の 住民 との 接触 に お い て も
．1真重な配慮

を 必要とす る。従 っ て、派遣隊の 渉外事項 に関 して は、

国際関係をよ く理．解 して い る シ ベ リア 派 遣甲 司 令官 を

当て る こ とに す る。派遣隊の 作戦地 域 は、綏芬河 か ら

豆 満江まで の 沿海州で あ る。

　以上の よ うな．h 旨の 命令か ら、朝鮮軍の 派 兵 目的 が

明 らか で ある。通信線の 確保 と い う こ とを 日 実 に した

朝鮮人の 抗 日闘争の 取 り締 りで あ る．

　派遣隊は、歩兵第74連隊の 1大 隊、騎 兵 第27連 隊 の

2小 隊、工 兵 19大隊の 1巾隊 に よ っ て 編 成
．
され、沿 海

州へ は海路 か ら 派 遣 され た
27’。派 遣 隊 は 「 っ の 部 隊 に

分 か れ て 出動 した。第 1隊 は、10刀 17日 に、ウ ラ ジ オ

ス トッ ク と ポシ コt ッ ト湾 との 中間の ス ラ ウ ヤ ン カ に上

陸 した の ち、さ ら に 2隊に 分 れて 南北へ 分 進 した。北

行部隊は、翌18日に バ ラバ シ 〔蒙古 街） に到 着 し、南

行部隊は、19日に ポ シ ・［ ッ トに 到 着 した。どち らの 到

着地も沿海州に おける 朝鮮人 の 集住地 で あ る。派 遣隊

の 第 2隊は、10∫〕21日に 直接ポ シ ェ ッ ト港に ヒ陸 した。

つ ま り、派遣隊の 最初の 作戦 日的は、こ の 地 方の 抗 日

闘争 を まず南北 に 分断 した 後に 、北は シ ベ リア 派 遣
．
軍

と南 は豆 満江と の 聞に は さみ 討ち す る とい う もの で あ

っ た。

　だ が 派 遣隊は、ま ず ロ シ ア 側 の 抵抗 を受けた 認 。ロ

シ ア 税関吏 に よ る ポ シ ェ ッ ト港棧橋の 使 用 不 言
ノ

1可、税

関建物 を使用 す る こ とへ の 異議、凵本軍の 軍需品輸送

に従＄す る朝鮮人へ の ロ シ ア 人労働薪か ら の 輸送ボ イ

コ ッ ト要請、目 本軍 が雇用 した ロ シ ア 人 労働 者の 賃金

値 Lげ要求、目木軍へ の 食糧納入商人に 対す る 妨害な

どで あ る。武力を もた な い 者 の 可能な限 りの 抵抗 とい

え よ う。

　 こ の 地 方で の 朝鮮人の抗 日運動 は、ノ
ー一

キ エ フ ス ク

〔今 日 の ク ラ ス キ ノ ）以南すなわち 3国国境地域 で 特

に 活発で あ っ た。こ の た め 派遣隊は 、第 2隊が ポ シ ェ

ッ ト港上陣直後 の 10月22日か ら24日に か けて、朝、鮮人

の 武装解除を行った
29’。こ の 作戦行動 は 抗 日闘争 に か

な りの 打撃を与え て お り、そ の 後の 抵抗活動は、電線

切断が 1件、野火に よ る とさ れて い る 電柱被害が 2件、

設 置 した道標破棄 が 3件 と い う 程度に 止 まって い る。

派遣隊で は、さ ら に 輝 春と の 国境 の 長嶺子 に 守備兵を

配置 して、国境往来 者の 監視と警戒を 強化 した。そ の

う え 中国地 方官 の
一

定 の 協 力 を え て、日 本 軍 兵 士 の 中

国領 内 国境 地 域 で の 行 動 が 容 認 され た
3リ1。こ れ に よ っ

て、沿 海 州 と琿 春 と を 往来 して い た 「煽 動 者」 の 数 は

大 き く減少 した と い わ れ て お り
3P、派 遺隊 に よ る 抗 日

闘 争 の 分 断 はか な りの 成 果 を収 め て い る．

　朝、鮮 軍 が 沿 海 州 に 出兵 した 翌 1919年 4 月 に は、京 城

（ソ ウ ル ） の 龍 山 に あ っ た第 19師 団司 令 部が 咸鏡 北 道

の 羅 南 〔今 口 の 清 津市 羅 南地 域 ） に 移 転 し、以 後 3国

国 境 地 域 の 守 備 と 治安 を 受 け もっ こ と に な る
32’

。こ の

こ と は、1「本政 府 や 陸 軍 が、朝 鮮 統 治 上 い か に こ の 地

域 の 抗 H 闘争 の 取 り締 りを重視 して い た の か を 象徴的

に 表 わ して い る。

6 ．シベ リア派遣軍の朝鮮人対策

　 シ ベ リア に お い て 朝 鮮 人 の 抗 ［］闘争 の 取 り締 りを 行

っ た i三力 は、む ろん 朝鮮 軍 で は な くシ ベ リア 派遣軍 で

あ る。1920年 4月 の ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク郊 外 の 新韓村で

の 日本 軍 の 武 力 に よ る取 り締 りは よ く知 られ て い る が、

凵本 軍 の 朝鮮 人 対 策 に は も う
一

っ の 側 面 が あ る。朝 鮮

人 の 懐柔で あ る。こ れ に は、シ ベ リア 派遣 軍 憲 兵 と共

に 朝鮮総督府派 遣員が 大 き な役 割 を果 して い る。

　米 軍が シ ベ リア か ら撤 退 し、日本 軍 の 単 独 駐 兵 と な

一、た 1920年を 中心 と して、シ ベ リア と従 来 か らロ シ ア

の 勢力圏 と され て きた 北 満 州 で 、次 々 に 朝 鮮 人 の 居 留

（在留 ） 民 会 が 組 織 さ れ た。シ ベ リア で は、ポ グ ラ ニ

チ ナ ヤ、グ ラデ コ オ、ニ コ リス ク、ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク 、

ラ ズ ドーリノ エ 、ス パ ス カヤ、ス ラ ウ ヤ ン カ、ノ
ー

キ

ェ フ ス ク な どで あ る。い ず れ の 地 も、朝 鮮 人 の 集住 地

で あった こ とは い う まで も ない 。シ ベ リア 派 遣 軍 に よ

る朝鮮 人 居留民 会の 組 織化は、武 力 に よ る取 り締 りと
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併行 して 行わ れ て い る。例 え ば新 韓村 で の 武 力に よ る

取 り締 りの 直後 に は検挙 され た朝 鮮 人 の 釈 放 や 日本 軍

に よ っ て 焼か れ た 学校 の 再 建 問題 を も ち 出 して、新 韓

村居留民会 を設立 して い る。

　朝鮮人の 集住地 に居留民会 を紐織 して い っ た シ ベ リ

ア 派遣軍の 意図 は、「 っ ある。
．
っ は、帝 政 ロ シ ア 時

代の 朝鮮人統治制度 を破壊す る こ と で あ る 。 も う
一

っ

は、旧制度 に か わ る も の と して の 民会 制度 の 設立 で あ

る。グ ラ デコ オ 朝鮮人在留民会
33／／

を と り上 げ て、こ の

こ とをみて み よ う．

　 グ ラ デコ オ へ の 朝鮮人 の 入植 は、1880年、咸鏡 北 道

吉州郡出身者 2　ifT
，が、馬賊 の 難 か ら逃 れ る た め に 満 州

か ら転移住 した の が 最初 と い われ て い る。これ は シ ベ

リア へ の 朝鮮人移住 の もう一
っ の 形態 を表 わす も の と

して 興味深 い。1920年 の グラ デ コ オ を 中心 に した 周囲

20露里 ほ どにあ る39ヶ 村 に 住 ん で い た朝鮮人は、戸数

約 2千、人 口 約8，200人で あ っ た。そ の うち ロ シ ア 国

籍者 は、約200人 で あ る。こ の 年 に 在留民会 が 設立 さ

れ た が、民 会設 立 以前 の ロ シ ア 統治
．
ドで の朝鮮人社会

の 各種機関や 団 体に は、「色青．、「老爺」、「勧業会」、

「韓族 会 」、「肯年会 1 と い ったもの が あ る。色青は、

商人 や 労 働者 の
一

種 の 共済継合で 、互 い に 業務上 の 利

益を擁護す る と と もに、加入者が 災害な ど で 被害を 受

け た場合 に は相互扶助 を行う団体で ある。韓族会は、

李東輝 に よ っ て組織され て い た政治結社で ある。の ち

に 「大韓国民議会」 と改称され た が、李東輝 や 崔方亨

を指導者 と して 「全露韓族会」 が 組織 され た の は ユ9ユ7

年 の 2 月革命後 で ある。1918年 6 月に は ハ バ ロ フ ス ク

で 韓 人社会党本部創立総会が 李東輝の 主 催で 開か れ た

と い わ れ て い る が、シ ベ リア 派遣軍の ウ ラ ジオ ス ト ッ

ク上陸時 に は、彼は 蘇城 〔ス
ー

チ ャ ン ）付近 へ 逃 れ た。

李 は さ らに 1919年 8月に は、上 海へ 移動 した。グ ラデ

コ オ がシ ベ リア 派遣軍の 占領下 に 置か れ た 時に は、李

東輝 はす で に シ ベ リア を 離れ て い た わ け だ が、グ ラ デ

コ オ の 韓族会も活動拠点の
一

つ だ っ た の だ ろ う。青 年

会は、グ ラ デ コ オ 周辺各地 の 開墾 地 にお け る青 年 会組

織 で、百数十名の 会員を有 して い た が、社会主 義運動

の 影響を受けて い たとい われ る。勧業会は、ウ ラ ジ オ
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ス トッ ク に在住 して い た
一

朝鮮人が、各地 に 設立 した

勧業組 織の
一

つ で あ る。中国 の村制 に 準 じて 組織され

て い た ロ シ アの 朝鮮人 統治機関が、老爺で ある．老爺

は 「 っ の 役 割を もって い た，一
っ は朝鮮人社会で の 司

法 機関、も う
一

っ は、ロ シ ア 官憲 の命令、指示 の 伝達

機関 を か ね る こ とで あ る。司法機関と して の 老爺に は、

都老 爺 と村老 爺があ る。都老爺 に は ロ シ ア 官憲か ら朝

鮮 人 に 対 す る懲罰 権が与 え られ て お り、村老爺は 都老

爺の 指 揮、監 督 の 下 に懲罰 を執行 した。ロ シ ア の 朝鮮

人 統 治 が、一
定 の 範囲 で の 自治を許容 した聞接統治で

あ っ た こ とが わ か る。

　 この よ う な団 体や 制度 は、公私を問 わず シ ベ リア 派

遣軍 に よ っ て 青年会だ け を残 して 全て 解散あ るい は廃

止 させ られ て しまった。なぜ青年会だけが解散させ ら

れ な か っ た の か は 明 らか で は な い。そ して、こ れに か

わ っ て 在留民会 が 設立 され た の で あ る。設 立 当時の グ

ラ デ コ オ 朝鮮 人 在 留 民 会 に は、886戸、5，332人 の 朝鮮

人が 加 入 し、朝 鮮 人 人 口 の 約 3分 の 2が 紐織 された。

在留民会 の 会 長、副 会 長、書記 に は、威鏡北道明 川 郡

や 吉州郡 の 出身者 が 就 任 した。こ の 地 方へ の 移住の 歴

史か らみ て、咸 鏡 道 出身 者 が大 き な勢 力 を も っ て い た

こ とが わ か る。

　 シ ベ リア 派 遣 軍 の 朝鮮 人対 策と して、居留民 会の 組

織 化 と と も に注 目すべ き もの と して朝鮮人 教育へ の 干

渉 が あ る。沿 海州 に は、1917年まで に、住民 の 寄付に

よ る朝 鮮 人 学 校 が 182校、官 立の 朝鮮人 国 民 学校 が43

校 あ っ だ
』．
。生徒数 は、合 計8，349名で、345名 の 教師

が 教 鞭 を と っ て い た。国 民学校 で は ロ シ ア 国籍者
．
だ け

を 受 け入 れ、授業 は ロ シ ア 語だけで 行なわれ、朝鮮語

の 使用 は禁止 され て い た。教育の基本方針は、朝鮮人

の ロ シ アへ の 同化で あ っ た。革命に よ っ て 、国民学校

は 維持が 困難 と な り閉校 が相 っ い だ。シ ベ リア 派遣軍

は これ ら の 国 民学校 に か わ っ て 、朝鮮人の ロ シ ア 国籍、

非 ロ シ ア 国籍 に か か わ りなく就学させ る朝鮮人学校を

各地 に設 凱 した。こ の よ うに して 設 lll
’
され た 朝鮮人 学

校 で 使用 された教科書 は 朝鮮総督府編纂の も の で、シ

ベ リア各地 で の配布数は 3万部以上 と い われた 。 1922

年 当時、形 式的 に は グ ラデ コ オ 朝鮮人在留民会 の 付属
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34　沿海州の 朝鮮 人 （− 1937年）

事業として 運営され て い た朝鮮 人学校 は、グラ デ コ オ

問辺 の もの を含め て 7校、生徒数267名、教師 14名 で

あ っ た
／S／’／
。日本 は 日韓併合後、国 外 に 在住す る朝鮮 人

を外国国籍 を も っ て い るか 否か を問わず、形式的 に は

凵本国民として 取 り扱 っ たが、シ ベ リア の朝鮮 人 に っ

い て もそ の 例外で は なか っ た こ と がわ か る。

　しか し、こ の の ち 1930年代 に朝鮮 人 に対 す る ソ 連邦

の 粛清 が 行なわれ た 時に は、か っ て 「ミ ン フ ェ 1 （民

会） に 加入 して い た と い う個 人 の経歴 が、逮 捕、起 訴

の 有力な 理 由に 上げられて 極刑 に処 され た事例 が 今

日明 らか に され て い が
1

。罪名 は、日本 の た め の スバ

イ行為で あ る。

7 ．日本軍の撤兵 と国境閉鎖

　 シ ベ リア 派 遣軍 の 撤 兵 は 1922年 8 月15日か ら 開始 さ

れ、北樺太 にお け る駐 兵 を除 いて 10月25H に完了 した。

そ れ と と もに 極 東共 和 国 軍 が ウ ラ ジ オ ス トッ ク に 進駐

した が、1蜩 14冂 には 極 東 共和 国 の ロ シ ア 社会 ギ義 共

和 国 へ の 合 体が 決 定 した。12月 30凵に ソ ビエ ト社会主

義共和 国 連邦 が 成 立 して、シ ベ リア 全 土 は ソ 連邦領 土

に な っ た。

　1922年 に，ロ シ ア側 は 沿 海 州 南部 と中国 吉林省暉春

と の 国 境貿易を禁 IE した。事実 上 の 国 境閉鎖で ある。

しか し、国 境が 閉鎖 され た の は こ こ だ けで、シ ベ リア

と 満 州 と の 他の 国 境 貿易 は逆 に 活 況 をみ せ て い る
！／’1／
。

きわ め て奇異 な 現象で あ る。　 つ の 原 囚 と して 推測 し

うる こ と は、日本 との 政 治 的 と りひ きに よ る もの で は

ない か と い う こ とで ある．っ ま り 日本 側 の 強い 要望 と

して の 3国 国境地 域 で の朝鮮 人 抗 日闘 争 の 分断、ロ シ

ア 側 の要望 と して の 日本軍 の 撤 兵 と 日本 との 経済交流

の再開で ある。1921年 6 月 か らの 極 東 共 和 国 と 日 本 と

の交渉経過をみ れ ば、根拠 の な い推 測 で は な い 。そ こ

で は、「鮮満 に 対す る脅威」 が 日本 側 の 最 大 の 関心 事

で、ンベ リアか らの 日本 軍 の 撤兵 と経済再建が ロ シ ア

側の 強 い 要望 で あ っ た
hX
。

　琿 春 との 国 境 貿 易 の 途 絶 は、間島の 農産物 の 沿海州

へ の 供 給が 絶 た れ る と と も に、海産物や 諸外国の 工 業

製品 の 琿 春 へ の 中継 輸出が 止 ま る こ とで ある。琿春 か

ら沿海州 へ 輸 出 され て いた も の は、大 豆、高 粱、高粱

酒、豆 油、豆 粕、荏 油 な どの 農 産 物 と加 工 品、お よ び

牛、豚、牛 皮で あ る
39’。沿 海 州 か ら琿 春へ の 中 継 輸 出

品 は、ロ ン ア 更紗、綿 糸 布、針、靴 な ど の ．［：業製 品 と

海 産 物で あ る。国 境の 閉鎖 に よ っ て 間島と沿海州 と の

歴 史 的、伝統的な 経済補完 関係が 大 き く崩れ る こ と に

な っ た。

　 国 境貿易 の 途 絶は、沿 海州南部の 朝鮮人 社会 に 深刻

な経 済 困 難 を もた らす 重 要 な 要 囚 に な っ た。最近 の

ロ シ ア で の 研究 に よ っ て 経済困難を 表わす数 々 の生 々

しい 事例 が L月らか に され て い る。その 中か ら、次 の よ

う な い くっ か の 現象
’IO／

に 注匚1して みよ う。

　 1923年か ら1924年に か けて の 白然発生的な災厄 は、

沿海県の 朝鮮人の 大部 分 を困 難な状況 に 陥れた。特 に

ニ コ リス ク ・ウ ス リ
ー

ス キ
ー

郡で は、約2，　500の 朝鮮

人世帯が飢餓 の 脅威に さら されて い た。1923年 7月 の

グ ラ デ コ オ で は、農村部は 経済的 に 荒廃 し、何百 世 帯

もが や むな く飢餓状態 に 置 か れ て い る。収 穫が 見込 ま

れて い る に もか か わ ら ず、状況 は極．め て 深 刻 で あ る。

不作 と⊥ 地不 足 の ため、1923年 は ウラ ジオ ス ト ッ ク 郡

の 朝鮮人の 80％ が 飢餓状態 に 置か れて い た。1924年．7

月 の ウ ラ ジオ ス ト ッ ク郡党委員会の 議事録に よ る と、

特 に ス
ー

チ ャ ン と ポシ ェ ッ ト地 区 の 住 民 は、貸 し付 け

て もら 一
っ た種籾 の 芽が 出 なか ．．，た た め に 、新 た な 飢餓

の 脅威 に さら され て い る。種籾 は 全 部 で 1、400プード

〔約23 トン ）だ っ たが、そ の うち850プード 〔約 14トン）

は 芽が 出なか っ た。密輸を行 ・．、て い る た め、沿海 部 の

住民 の 方が 経済状態 は若干 よ い，都市部 の 朝鮮 人 の う

ち 経済的 に 最も豊か だ ったの は、投 機 師、小 商人 や 密

輸業者で あ っ た 。そ の 数 は、1924年 の 沿 海 県 で 1万 4

千人以 上に 達 して い た。1925年 が い か に 困難 な年 で あ

っ た か は、ス イフ ン 郷で は しば しば エ ゾ松 の 樹皮 ま で

食用に して い た。

　 こ こ で は、この よ う な経済困 難を もた ら した 直接 の

原 因 と して、十一地 不 足 と農業 の 不 作 が E げ ら れ て い

る聖，ソ連邦 は それ まで と は 異 な り、非 ロ シ ア 国 籍朝

鮮 人 に も上地 を 分 配 しよ う と した。画 期的 な 政策で あ

っ た が、1923年に 新 しい 土 地 法が 導入 され る と、土 地
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を失うこ と を恐 れ た 多 くの ロ シ ア 人 農 民 は朝 鮮 人 小 作

入を追放 した。その う え、それ ま で に不 法 に 入 国 して

い た多数 の 朝鮮人が 次 々 と ソ 連社 会 の
一一

員と して参 入

して きた。こ こ に 農地 不足が 急速 に生 じた の は 当 然 で

ある。そ の 結果農業 の 生産現場 に混乱が 生 じて不 作 と

な っ た こ ともま た 当然で ある。しか し、それ だ け で は

充分 に 説 明 しきれない 部分が ある。

　グラ デコ オ、ス
ー

チ ャ ン 、ポ シ ェ ッ トな ど の 稲作地

帯で の 不 作 の 原 因 は、一
俔 した と こ ろ種籾 の 不良、あ

る い は種籾を食用 に しなくて は な らない ほ どの 飢餓状

態 に あった よ う にみ え る。だが、別の 原因に よ る可能

性 が ある。播種量 を意 図 的に 減少させ る播種 ス トラ イ

キ
必
で あ る。貸 しっ け られた種籾が異常に 高 い 割合で

発芽 しなか っ た ス
ー

チ ャ ン と ポ シ ェ ッ トの 例は、種籾

の 不 良に よ る も の と は考 え に くい 。播種 ス トラ イキ の

結果 と して 食用 に 供 され た り、換金 され た 可 能徃を考

え る 方が妥当で あ ろ う。ま た、収 穫が 見込 まれて い た

に も か か わ らず深刻 な 状 況 に あ っ た と され た グ ラ デ コ

オ の 例 は、穀物 の 供出を 拒 否す る穀 物 ス トラ イ キ
al／S／
が

行 なわ れ た 可能性を 裏づ けて い る。暉春 との 国 境 貿易

の 途絶 は 、こ の 経済困 難に 決定 的 と もい え る よ う な追

い 討ち を か けた。

　沿海部 と 都市部で の 密輸 の 横 行 とは、供 出 され ず に

隠さ れて い た物資に よ る と りひ きが 非合 法 とみ な され

た 結果で あろ う。1924年の 沿 海県 で 非 合 法 活 動 を営 ん

で い た 朝鮮人 は 1万 4千人 以 上 と され て い るが、1922

年 11月 の 沿海県 （州）の 朝鮮人 人 Ilは 約13万 人 と い わ

れ て い る。沿海県人 口 の うち の 老 人 と 子供 を 除 い た 労

働力 人 1コ は も っ と 少 ない わ けで あ るか ら、実 際 の 犯 罪

者
．
数 の 割合 は 異 常 に 高い と み な さ な けれ ば な らず、き

わ め て 不 自然で あ る。っ ま り、そ れ まで は 日常 的 な経

済活 動 で あ った もの が 非合法化 され た の で あ る。琿 春

との 国 境 閉鎖は 、ソ 連邦の 立 場か らす れ ば、こ の よ う

な違 法 な交 易 を 防 Lヒす る と い う 側面 を も っ て い る。し

か し、こ の 経済防衛策 は、少 な く とも ポ シ ェ ッ ト地 区

で は 成 功 しなか った。1924年 の ポ シ ェ ッ ト地 区は特 に

困 難 な状 態 で、沿 海県 共 産党委 員会は 2千 プード （約

33トン） の 穀 物 を援 助 した が 飢餓 の 脅威 は な くな らず、
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人 々 は か な りの 数の 家畜を食用 と して 殺 した とい われ

て い る
1「L／。間島の 低価格 の穀物 の 輸入 が 途絶 して い た

か らで あ る。

8．朝鮮人農村の 混乱

　1925年 の ス イフ ン 郷 の 飢餓状態 は 異常なもの で あ

る
’IS／／。綏 芬四 社 と 呼 ばれ た大 田 子、六 城、許 巨溝、荒

坪 の 村 々 は、シベ リアへ の初 期 の朝鮮 人移住者が築 き

一ヒげ た 古 い入 植 地 で、ロ シ ア 国籍 と土地 を有す る元 戸

が 居住す る豊 か な農 村 で あ っ た。ソ連邦 の 成 立 後 に こ

れ らの 農村 で ど の よ う な混 乱 が生 じた の か は 明 ら か で

は な い が、農業が 壊 滅 状 態 に あ っ た と推測 され る。そ

の 原因 と して、次 の よ うな こ とが考 え られ る。

　綏芬四 社 の
一

つ で あ る六城 （プ チ ロ フ カ） に は、か

つ て シ ベ リア 派遣軍 の 日本軍憲兵隊が 駐 屯 して いた。

綏芬四 社 の 富農 は 日本車 に 協 力 的で、満州 と の 国境 近

くの 約15キ ロ メ
ートル 離れ た松 田関 〔ソ ル バ ッ ク フ ァ

ン ）の 朝鮮人パ ル チ ザ ン と きわ め て 険 しい敵対 関 係 に

あ っ た。1922年 4月29囗 の 日 本車の 松 田 関 に 対す る攻

撃 は、大 田子 （テ ジ ョ ン ジ ＝ ） の 富農 の要請 に よ る も

の と い わ れ て お り
ls〕、10余名の 富農が 日本軍 を 導 い た。

同年 6月12日に も富農 の 先導 に よ る 日本軍 の 攻 撃が あ

り、 3名の パ ル チ ザ ン が 戦死 して い る。そ の う え綏 芬

四 社 の 元 戸 は、ロ シ ア 国籍 と土 地 を も た な い 余 戸 を搾

取す る こ とで 富農に な っ た、朝鮮 人 の 仮面 を被 っ た獣

とみ な され て い た。っ まり綏芬四 社 の 富農 は、朝鮮 人

パ ル チ ザ ン と貧農か ら強烈 な恨み をか っ て い た の で あ

る。

　 こ の 敵対関係 に は 、さら に 原因が ある。綏芬 四社 に

よ る穀物 ス トラ イキ で ある。1921年 の 凶作 に 際 して、

松 田 関共産党委員会 と軍政委員会 は、チ ェ
・

チ ュ ン ソ

ン 〔崔春先） とキ ム ・ビ ョ ン グ ク の 2 名を 食糧 間題 解

決 委員 に 選任 した
4了
。2 名は、自分達個 人 の 家 と財 産

を抵 当 に して、満州 の 三 岔 口 か ら 1千石 （約320トン）

の 粟 を 輸 人 して 飢餓 と軍用食糧 の 問題 を 解決 した。三

岔 口 は、満 州 東寧 の 東約 10キ ロ メ
ートル の 綏芬河 の 1．／

流 に 位 置 して お り、沿海州と の 国境 に 通 じる街道上 に

あ る。付 近 は、水 稲、大豆 、粟の 産地 で 綏外四 社の 朝
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36　手分
1
梅ヂトlo）車月魚羊ノk　（〜19371，i，・1，

表 3　 ウ ラ ジオ ス トッ ク管区の朝鮮人の 割合

地 　区　名 朝鮮人の割合 （％ ）

ポ 　シ　 ェ 　 ッ 　 ト 90．0
ス　 　イ　 フ　 ン 53．6

ス　
ー

　 チ 　 ャ　 ン 53．1

ボ 　ク　 ロ 　 フ 　カ 43．5

グ　ラ　デ　コ 　オ 35．5

シ　コ 　 ト　ヴ　ォ
・ 28．9

ハ 　 　 　 ン 　 　 　 カ 23．0

オ 　　　リ　　 ガ 22．3

『

沿海 州 ・サ ハ リ ン近 い 昔の 話」 〔125ペ ージ）。

鮮 人 と は 入植 時か らの 交易が あ っ た。すなわち、綏芬

四社 の 富 農 は松 田 関の パ ル チ ザ ン に 食糧を 売 ら なか っ

た し、戦 時 共 産 主 義に よ る 強制的徴発に も応じなか っ

た こ と を物 語 っ て い る 。
パ ル チ ザ ン は、致 し方なく国

境 を越 え て三 岔 口 か ら食糧 を購入した の で ある。

　 凵本軍 の 撤退 と ソ 連邦 の 成立後、綏芬 四 社の 富農に

激 しい 報 復 が 加 え られ た 可能性 が ある し、それ を恐 れ

た 富 農 が い ち 〒 く逃 亡 した 可能性 が も．
っ と 高い 。入 植

以 来 の 半 世 紀 に近 い 努 力で 農村 で の 実力を蓄えた 富農

が 突 然 い な くな っ た こ とで、農業 生産 が大打撃 を うけ

た こ とは 想 像 にか た くな い ． 綏芬 四社 の 飢餓 は、こ の

よ う に して 生 じた も の で あろ う、，こ の こ と は、は か ら

ず も ソ 連邦 に よ る朝鮮 人 の ソ ビエ ト化 に お い て 最も大

き な困 難 と な っ た。

9．朝鮮人 の ソ ビ エ ト化

　朝鮮 人 の ソ ビ エ ト化は、日本軍 の 撤退 と ソ 連邦 の 成

立 直後 の 1923年か ら始 め られ た 。 同年 に地 方 ソ ビエ ト

選挙 キ ャ ン ペ ーン が 行 なわ れ て、朝鮮 人 村 ソ ビエ トは

翌 1924年 に活動 を 開始 した。沿 海 県の 朝鮮 人村 ソ ビエ

トは 合計57で、ポ シ ェ ッ ト地 区　43、ス
ー

チ ャ ン 地 区

　 4、ニ コ リ
ー

ス ク ・ウ ス リー一ス キー
郡 　7、ハ バ ロ

フ ス ク郡 　3で あ っ た 。 村 ソ ビエ トは、人 口400人以

上の 村 に設 立 され た。表 3は、各 々 の 地 区全体 に 占め

る朝鮮 人 の 割 合 で あ るが
「U／、朝 鮮 人村 ソ ビエ トの 設立

と対比 して み る と興 味 深 い。沿 海 県の 朝鮮 人村 ソ ビエ

トは、4分 の 3が ポ シ ェ ッ ト地 区 に集中 して い る。 こ

れは、こ の 地 区 が 朝鮮 人 の 割 合 が 90パ ー
セ ン トに も 達

す る と い う最大 の 集 住 地 で あ っ た こ と と合 致 して い る。

と こ ろ が、朝鮮人 が 53パ ー一
セ ン トの ス

ー
チ ャ ン地 区 の

村 ソ ビ ェ トは、わ ずか に 4で あ る。さ らに、ほ ぼ 同率

で あ る ス イフ ン 地 区 で の 村 ソ ビエ トの 設立 数 は 明記 さ

れ て い ない、、当 時の 行政 機構 は 个 詳だ が、か りに ニ コ

リース ク ・ウ ス リース キー郡 の 中 に 含 まれ て い た と し

て も、きわ め て 少 数で あ ろ う。そ の 他 の 地 区 も 同様 で

あ る。そ の
一

っ の 理 由 と して、朝 鮮 人 が 人 口 400人 に

満たない 小 規模村を 数多 く形 成 して い た こ とが あ る だ

ろ う。すな わ ち 村 ソ ビエ ト以 上 の 比 較 的大 規 模行政 に

お い て は、朝鮮人 は 不 利 な条 件 に あ っ た と い え る。そ

れ に して も、ス イフ ン 地 区 や グ ラデ コ オ 地 区 の よ う な

朝鮮 人 の 屈 指 の 集住 地 で の 桐 ソ ビエ トの 設 立 は 余 り に

少数 で ある。綏芬四社．で 生 じた よ うな 農 村 の 社 会 混 乱

に 原 因 が あ っ た の か も知 れ な い。

　 い ずれ に して も、朝鮮
．
人村 ソ ビ エ トの 多 くの 部 会 は

機能 しなか った と い わ れて い る
1三リ。そ の ギ 要 な 原 因 と

して 、活動家を含む 朝鮮 人 の 大部 分 が、ソ ビエ ト化 活

動 を理解 して い なか った と い う こ と と、ソ ビエ ト化 活

動を 組織的 に 行うこ と がで き な か っ た と い う こ とが 指

摘 されて い る。そ の よ う な い くっ か の 具体 例 を と り．ヒ

げて み よう n

　朝鮮 人 の 最大の 集住 地 で あ っ た ポ シ ェ ッ ト地 区 で は、

1928年 の 前半だ けで50名 の 村 ソ ビエ ト議 長 の う ち31名

が交替 し、40名の 書記 も入 れ 替わ っ た。指 導 者 が 頻 繁

に 交替 した わけで あ るが、わ ずか 半年 間で これ ほ ど の
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入れ替わ りは異常で ある。こ の た め 組織的 な ソ ビエ ト

化活動が非常 に 困難で あ っ た こ とは 想像に か た く な い。

指導者 の 退職 の 理由は、給与の 低さに あ っ た と され て

い る。種 々 の 経済組織 の 職員の うち、村 ソ ビエ ト議長

以
．
ドの 職能 の 者 で さえ 1 ヶ 月に 80ループ ル 以 上 の 給与

で あった の に 比 較して、村 ソ ビエ ト議長は 15か ら33ル

ー一プル に過ぎなか っ た。こ の よ うな理由で 村 ソ ビエ ト

議長 を放 棄す る こ とは ソ ビエ ト化を 推進 させ よ う とす

る立 場 か らすれば、ソ ビエ ト化活動の 重要性を 朝鮮 人

は 甚 し く理 解 して い なか っ た と受け取 られた で あ ろ う。

　 さ らに、あ らゆ る レ ベ ル で の 朝鮮人の 人材不足 と い

う こ と も 指摘 さ れ て い る
5」1。ソ 連邦極東 で は、指導者

と な る 民族 要 員 は、各種の 高等教育機関で 養成されて

い た。だ が朝 鮮 人 の 場 合 に は、ソ 連極東で は なく、モ

ス ク ワ、レニ ン グ ラ
ード、チ タ の 教育機関で 無試験 の

特別枠 が 5・え られ て 養成 され た。こ の こ とは、朝鮮人

の ソ ビエ ト化 に お い て 最も深 刻 で 根本的な障害 に な っ

た 言 語問題 と大 き くか か わ っ て い る。殆ん どの 民族 ソ

ビエ ト と 全 て の 地 区 執 行 委 員 会 で は、籔務は ロ シ ア 語

で 行な わ れ て い た。だ が ソ ビエ ト化 を進め よ う とす る

現地 で 、必 要 と され る実 務 的、政 治 的 能力と と もに、

ロ シ ア 語の 読 み 書 きが きち ん とで き る民 族要員を幹部

に 抜擢す る こ とは きわ め て 困 難で あ っ た。貧農や 雇農

の 中か ら議長職 に 選 任 され た 朝鮮 人達 は、しば しば文

書 に よ る 指令を 全 く読 む こ とが で きず、ソ ビエ トの 活

動を 指導す る こ と もで き なか っ た。ロ シ ア語 の 読み 書

きが で きた の は、多 くの 場 合、最も富裕 な グ ル
ープ に

属す る朝 鮮 人 古 参 農民 達、っ ま り元 戸、富農で あ っ た。

こ の た め、ソ ビエ ト議長 に な る機会 は、貧農や 雇農よ

り も彼 らの 方 に よ り多 くあ っ た し、議長職 の 給与 の 低

さ の 問題 も ク リア
ーで き る立 場 に あ っ た。しか し、現

実 に は朝鮮 人 の ソ ビエ ト化 の 場面に おい て は、元尸 、

富農層 は 多 くが 逃 亡 して い た り排除され て い て 存在 し

なか っ た。朝鮮 人 の 人材不 足 と い う実態 は、こ の よ う

な も の で あ っ た。

　極東地 方 に 140あ っ た 朝鮮 人 村 ソ ビエ トの う ち、事

務 を朝鮮語で 行 っ て い た 19の 村 ソ ビェ トは 全て ウ ラ ジ

オ ス ト ッ ク 管 区 に あ り、そ の う ち 14は ポシ ェ ッ ト地区

沿海州 の 朝鮮 人 〔
〜1937年）　37

にあ っ た
51／。だ が 地 区 レベ ル で の 事務 は 全て ロ シ ア 語

で 行 なわ れ て いた た め、ポ シ ＝ ッ ト地 区 執行委員会は、

受 け取 っ た指 令 文 書を朝鮮語に 翻訳 しな い まま現場に

下 ろ して い た。こ の よ う な 実態 を み れば、初期の 朝鮮

人 の ソ ビエ ト化 活 動 に 多 くを期 待 で き なか っ た こ とは

明 らか で あ る。ソ ビエ ト機関の朝鮮 人 要員の 養成 に は、

なが い 時間 が 必 要 と され た。1935年 の沿海州で は、182

の 村 ソ ビエ トで 選 出 され た2，159名 の代表 の う ち862名

が 朝鮮 人で、さ らに そ の う ち77名 が ソ ビエ ト議長、74

名が 書記で あ っ た。ポ シ ェ ッ ト地 区 で は 村 ソ ビ エ ト議

長 の う ち 2 名は女 性 で あ っ た。

10．朝鮮人 の 党活動

　朝鮮 人 の 初期 の 党活 勤に つ い て、近 年 の ロ シ アで の

研究で は次 の よ う に い わ れ て い る
1’1　1／。

　1922年 11月に 沿海県党 ビ ュ
ー

ロ
ーに 高 麗部 が 創設 さ

れて 朝鮮人党員の 確認作業が 行わ れ た。

　こ の 時、1千名以 上 の 党員が 粛清 され、党 員 と して

登 録された の は わずか 250名 に 過 ぎ な か っ た。党 組 織

に おける 朝鮮人党員は、ウ ラ ジオ ス ト ッ ク 郡 に54名、

ニ コ リ
ー

ス ク ・ウ ス リー
ス キー一

郡 に32名、ス パ ス ク 郡

に 3 名、グ ラ デ コ オ に 7名、ス
ー一チ ャ ン に40名、ポシ

ェ ッ トに 2 名、オ リガ に 2 名い た。党員 の ほぼ半数 は

ヨ
ー

ロ ッ パ ロ シ ア とチ タ か らや っ て 来た 者達で、残 り

は 旧 パ ル チ ザ ン や 荷役労働者連盟 の 出 身 で あ っ た。

1922年末の 沿海州の 朝鮮 人 党 員 は 600名 以 上 い た が、

その 大部分は 共産主 義 に対 す る信 念 に 欠 け 民族主 義的

考え に 侵さ れ て い た とみ な され た。ポ シ ェッ ト地 区 に

は、朝 鮮 共 産 党 州 委 員 会 が あ り、独 自の機関誌 『群声

（グ ン ソ ン ）』 を も っ て い た。こ の 機関誌 は102号まで

発行さ れ た が、そ の 後 編集 部 は 解散 した。沿海州党 ピ

コ、一一ロ
ー

高麗 部 の 決 定 に よ っ て 朝鮮共 産党州委員会は

党地 区 委員会 に改 組 され た。

　 こ の 研 究 で は、ソ 連邦成 立 直後 の朝鮮人の処遇 に っ

い て い くっ か の 事実が 明 ら か に されて お り、それ ぞれ

に っ い て 考察 を 加 え て み よ う。まず、朝鮮人党員の 粛

清に っ い て は、外 国 の
．F渉期 に党員証 を所持 して い な

か っ た に もか か わ らず、朝鮮 人パ ル チ ザ ン の か なりの
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38 　沿 海州の 朝鮮 人
．
：
− 1937年 ）

部 分 が 私 利私 欲 の た め に 党員 を 名乗 っ て い たか ら だ と

い う説 明 が あ る 。 だ が 、こ の 理由は 明 らか に 不 合理 で

あ る。反 革命軍お よ び外国下渉軍 と の 戦 い で 転 々 と し、

しか もそ の 過程で 急速 に 人的勢力を拡大させ て ゆくパ

ル チ ザ ン活 動に お い て 、全て の 者 に 党員証を配布す る

こ とは そ もそ も不可能で あ る し例え配布されて も所持

す る こ とは 危険で あ る。粛清の 理由は、他 に求め られ

る べ き で あ る。っ ま り、朝鮮人パ ル チ ザ ン の 役 割が 終

わ っ た こ と に よ る 武装解除で あ る。例 え ば、1920年 6

月に 組織された 松 H 関パ ル チ ザ ン 部隊は、主 と して 沿

海州と満州と の 国境地帯で シ ベ リア派 遣 日本 車 と戦 っ

た が、赤軍 正規軍が 沿海州 に 進駐 して きた の は 日本 軍

の 撤退後 で あ る
5ヨ1

。1922年末、極東 共 和 国 人 民 革 命軍

総司令官 1．P．ウ ボ レ ヴ ィチ の 命令 に よ っ て、松 田 関パ

ル チ ザ ン 部隊は 解散 させ られ て い る。

　次 に 党組織 に お け る 朝鮮 人 党 員の 数は、朝鮮人 人 口

の分 布 お よ び村 ソ ビ エ トの 数 と は 甚 し く合致 して い な

い。極端 な例 が、ポ シ ェ ッ ト地 区 で あ 70，．こ の 地 区に

は、シ ベ リア で 朝鮮 人 が最も集住 して お り、地 区 人 口

の 90パ ー
セ ン トは朝鮮 人 で あ っ た。そ れ に も か か わ ら

ず、党組織で の朝鮮 人党員は 2 名 に過 ぎ な い。こ れ は

沿海県の 朝鮮人 村 ソ ビエ トの 4 分 の 3が こ の 地 区に 集

中 して い た こ と と比 べ て も極 端 に 少 な い。そ の う え党

員の 約半数が 現 住 者
．
で は な く、他 の 地 域 か らの 来住者

で あ っ た こ と に は注 目すべ きで あ る。しか も、残 りの

半数は 旧 パ ル チ ザ ン や 労 働者 の 出身 で あ っ た。す なわ

ち、現住農民 出 身 の党員 は殆 ど存 在 しなか っ た と い う

こ とで あ る。これ ら の 事例 は、朝 鮮 人 の 初期 の 党活動

の 実態を物語って い る。

　第 3に 、最も注 目すべ き こ と と して、朝鮮 人党員 の

大部 分 が 共産キ 義の 信 念 に欠 け民 族 ギ 義 に侵 され て い

た と い う当時の ソ 連邦の 見解で あ る。そ こ で は、特 に

ポシ ェ ッ ト地 区 の 朝鮮 人 と朝 鮮 共 産 党 との 密接 なっ な

がりが問題 に さ れ て い る。
一．一・

説 には、朝鮮共産党機関

誌 ｝群 声 』 は、松 田 関 パ ル チ ザ ン の 印刷所で ユ921年12

月 か ら第113号 まで 発彳
一
亅
．
さ れ た が、日 本軍 の 攻撃 に よ

る 印刷 所 の 破 壊 で 中断 した と も い わ れ て い る
51
。　 こ

の 機 関 誌 は、朝鮮 独 立運動と 共産主 義を 宣 伝す る新聞

で あ った。どち ら に して も、『群声．［ は 廃 刊 さ れ、朝

鮮共 産党沿海州 委員会 は 党 地 区 委 員 会 に改 組 され て い

る n ソ 連邦 に よ る この
一

連の 措 置 は、朝 鮮 独 立 運 動 と

の決 別 を迫 っ た も の とい え る。後年の 第 6回 コ ミ ン テ

ル ン に お け る
．一一・

国
一

党 の 原 則
m ．

を想 起 させ る 動 きが、

ソ連邦の 成 立 直後 に はす で に 生 じて い た とい え よ う。

しか し、シ ベ リア の 朝鮮人 共 産 主 義者の 国外活動は こ

の 後 も続 け られ た。近 年の ロ シ ア で の 研究は ひ き続き

次 の よ う な で き ご と を 明 らか に して い る
7’．
。

　 極 東 の 党組織 の 朝鮮人党員は、当初か ら イル ク
ー

ツ

ク 派、 E…海派、民族 ソ ビエ ト派に 分裂 して い たが、さ

ら に 1925年か ら 1926年 に か けて、若い 党員 と共産 主義

育年同盟員 は 「新被登用者」 と い う グル
ープ を組織 し

た。こ の グ ル
ープ は 分派活動と闘う こ と を ス ロ ーガ ン

に 掲げ、活動 の 中心 を沿海州か ら闘島に移す こと を 提

案 して い た。そ れぞれ の 分派グル ープは、自らの リー

ダ
ーと非合法活勤網を持 ち、住 民か ら資金集 め を し、

資金 調達の た め に 密輸や ア ヘ ン 売 買 を行 っ て い た。分

派闘争の 原因は、朝鮮 に おける 革命運動 で主導権 を握

る こ と に よ っ て 沿海州 の朝鮮人党員の 支持 を得 よ う と

狙 っ て い た こ とに あ っ た，党中央委員会極東 ビュー
ロ

ーと沿海県党委員会は、国 外活動 と党 内 の 朝 鮮 人 の 活

動 とを 区分す る決定を ドした が、沿海 県党 委員会 高 麗

部は 、事実上国 外活動を指導す る独 自の セ ン タ
ーと し

て 機能 して い た。極東の 指導的党機関 は有効 な対 策 を

と る こ と が で きず、朝鮮人 の 分 派闘 争は 何年 も続 け ら

れ た。1929年に な っ て、ポ シ ェ ッ ト地 区 党委員会 は解

散させ られ、分派闘争
・
を 指導 した 7 人の 朝 鮮 人党 員 は

除名されたうえ追放 さ れた。追放 とは 流 刑 で あ っ た。

1929年 と 1933年 の 党内粛清、1935年か ら1936年 に か け

て の 党員証 の 点検 ・交換 に よ って、極 東の 党 組 織 に お

ける朝鮮人党員の 数 は激減 した。そ の 多 くは、階 級 的

に 異質な分子 と の 関係 を 非難 され た りス パ イ行為の 疑

い をか けられて、党か ら除 名 され た。

　 こ こ で は、シ ベ リア の 朝鮮 人共 産主 義者 が、ソ 連邦

の 党 rl・央 の 指 導 と は別 の 朝 鮮 や 間 島 で の 独 自の 国 外活

動を継続 して い た こ とが 明 らか で あ る。例 え ば、1920

年 6月 か ら 7月 にか け て松 田 関 に 隣 接 した新吉洞 で パ
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ル チ ザ ン を組織 した
一

人 の盧尚烈 （ロ ・サ ン リ ョ ル ）

は、後 に朝鮮へ 行 き、1925年 に朝鮮共産党を組織 した

一
人 で もある

571。朝鮮共 産党の 第
一

の 日的 は、い う ま

で も な く朝鮮 の 独 立 で あ り抗 目で あった。そ して、そ

れ が シ ベ リア の 朝鮮 人 の大 き な支持を得て い た。1929

年 の ポ シ ェ ッ ト地 区 で の 朝鮮 人党員の 粛清は、分 派 闘

争が 理 由 に され て い る。だ が朝 鮮 人 に 限 っ て 分 派 闘 争

と い う 口 実 の ト
．
に処 断 され た の だ と い う、今 日の 中 央

ア ジ ア の 朝鮮 人 に よ る 反 論 が あ る
コE／、そ こ で は 1935年

の 党員証点検で 除名され て カザ フ に 流刑 され た 後 に銃

殺 され たバ ク ・ウ （バ ク
・

チ ョ ン フ ン ）の 例 が 述べ ら

れ て い る 。
バ ク が処断さ れ た の は、上 海派の 指導

．
者李

東輝 の 葬儀 で 李 は朝鮮民族運動 の 指導者だ っ た と い う

追悼 の辞
．
を読 ん だ た め だ と さ れて い る 。 そ して 、朝鮮

人の 分派闘争 が朝鮮革命に 弊害を もた ら した こ とは 否

定 で きない が、ソ連邦社会主 義に は 忠誠を っ く した は

ずなの に と い う怒 り と疑問を訴えて い る。は か らずも

党中央 と の 決定的相違が明 ら か で あ る。すなわち党中

央 の 方針は、ソ 連邦の 朝鮮人 は ソ 連邦社会 主義 に だけ

忠誠をっ くす べ きで あ っ て 朝鮮民 族主 義 とは 決別 しな

くて は な らな い の で あ っ た。分 派闘争は 、そ のため の

口 実に されたの で あ る。

11．中央 ア ジア へ の強制移住

　1937年の シ ベ リア か ら中央 ア ジ ア へ の朝鮮人 の 強制

移住は、ソ 連人民委員会議 と全連邦共産党中央委員会

の 2度の 命令 に よ っ て 行われた。最初 は、8 月21日の

決定 「極東地方国境地区の 朝鮮人住民の 移住 に っ い て k

2度 目は、9月28日の決定 「極東地方 か らの 朝鮮人の

移住 にっ い て 」 で ある。

　最初 の命令で は、極東地方へ の 日 本の ス パ イ活動の

浸透 を阻止 す る と い う 日的 の た め に、次 の 措置を 命 じ

て い る
／’／／／
。

1．極東地方の 国境地 区の 朝鮮人住民全 て を カザ フ 共

　和国南 カ ザフ ス タ ン 州、ア ラ ル 海 とバ ル ハ シ ュ 湖周

　辺地区、ウ ズ ベ ク 共和国へ 移住 さ せ る こ と 。

　　移住 は、ポシ ェ ッ ト地 区、グ ラ デ コ オ に 隣接す る

　諸地 区 か ら 開始す る こ と。
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2　 直ち に 着手 し、1938年 1∫11 目まで に 完了させ る

　 こ と。

3　移住 に 際 して は、財産、家財道具、家禽の 携行を

　許可す る こ と．

4　移住者 には、残 した動産、不 動産、播種地に 対 し

　て相 当す る金額 を保証す る こ と。

5　 出国 を希望 す る者 に は、出 国 を妨 害 しな い こ と。

6　 内務 人民 委員部 は、移 住 に 際 して 起 り う る違法 行

　 為、騒 動 に対 処 す る措 置 を と る こ と。

7　 カザ フ、ウ ズベ ク両 共 和 国 人 民 委員会議に 対 して、

　移 住者 の 定 住 地 の 決 定 、生活 対 策、必 要 な援助 を 行

　 う こ と を 命 じる 。

8　 交 通 人 民委員部 に対 して、極 東 地 方執 行 委員 会 の

　申請 に応 じて、移住者と そ の 則産 を 輸送 す るた め の

　車輛 の 配車 を命 じる 。

9　 全連邦共 産党極東地 方委員会 と極東地 方執行委員

　会 に 対 して、移住 さ せ る世帯数 と人 数を 3 日以 内に

　報告す る よ う 命 じる 。

ユ0　移住 の 進行状況、送 り出 された 人 数、到着 した 人

　数、出国者数 を 10凵 ご とに 報告す る こ と 。

11 移住実施地 区の 国境警備を 強化す るた め、国境警

　備隊を 3千名増員す る こ と 。

12　内部人民委員部に 対 して、移住者 の 旧住居 に 国境

　警備兵を 居住さ せ る こ とを 許 町す る 。

　 さ らに 2度目の 命令は、次 の よ う な も の で あ る
［’［）；。

1　 極東地 方の 企 領域 か ら、rk　一） て い る全 て の 朝 鮮 人

　を移住 させ る 。 移 住は、10月 中 に、第 1波 の 際に定

　 め られ た 方式 で 行 う 。

2　 第 1波 と同様 に、カザ フ 共 和国に 1万 2千 世 帯、

　 ウズ ベ ク 共 和国 に 9千 世 帯 を移 住 さ る。

3　 極東地 方執 行委 員会、カ ザ フ お よ び ウ ズ ベ ク両共

　 和 国 人 民 委 員 会 議 に対 して、追加 2万 1千 ［II：帯分 の

　 移 住 に要 す る資金 を、ま た両 共 和 国 人 民 委員会議の

　申請 に応 じて 建設 資 材 を供与す る。

4　 水 運 人 民 委 員部 と交 通 人 民委員部 は、極 東地 方執

　行委員会、カザ フ お よ び ウ ズ ベ ク両 共 和 国 人民 委員

　会 議 の 巾請 に応 じて 、移 住者 輸 送 の た め の 海 L、水

　 上、鉄道輸送 機関を提 供 す る こ と。
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5．機械製作人民委員は、カ ザ フ およ び ウ ズ ベ ク 両共

　和国内務人民委員部 の ため に、トラ ッ ク を各共和国

　 に60台、軽 自動車をts　3台、トラ ク タ
ー一

を各45台直

　ち に 供与す る こ と。

6、国防人民委員部 は、列車 に装備す る た め60台の移

　動調理車を供与す る こ と。

　 2度 の 命令 は短期間で 実施 され、完 了 した。内務 人

民委員 ・国 家保安委員長 エ ジ ョ ブ は、全連邦共 産党 中

央委員会ス ターリン と ソ 連人 民 委員会 議 モ ロ トフ に次

の よ う に報告 して い る
61／／。

　 1937年 10月25日、極 東 地 方 か ら の 全 朝、鮮 人 の 移 住 は

完 了 した。全部 で36，442世 帯、171，781人 を 124列 車で

移 住 させ た。残 っ た の は、カ ム チ ャ ッ カ と オ ホ
ー

ツ ク

の 特 別 移 住 者700人 以 下 で、彼 ら は 本年11月 1R ま で

に ま とめ て列 車 で移送 され る 。 16，272世帯、76，525人

が ウ ズベ ク 共和国へ 、20，170世帯、95，　256人が カ ザ フ

共 和 国へ 移送 され た 。 到着 して 現地 で 移住者 を降 ろ し

た列 車が 76列車、走行中が48列車で あ る。両共和国の

移 住 者 の 受 け入 れ 準備活 動は 明 らか に不 充分で、最後

の 移 住 者達 は きわ め て 困難 な状態 に 陥 る危険性が ある。

　 この よ う な 命令や報告 をみ る と、い くっ か の 注 目す

べ き点 が あ る。第
一

に、命令が 2度 に渡 っ て い る こ と

で あ る。最初 の 命令 で は、対象が 国境地 域の 朝鮮人 に

限 られ て い たが 、40日後 の 2度 目の 命令で は ソ 遮邦極

東地 方 の 全 て の 朝 鮮 人 に 向 け られ て い る。 こ の こ と に

つ いて は、朝鮮 人 の 抵抗 が大 き く なか っ た の で 当局が

勢 い を得 た と い う見解や 懲 罰機関の 活動成果で あ る と

い う説 明 も あ るが 、エ ジ ョ ブ の 次 官チ ェ ル ヌ イ シ ェ フ

の 報告が 最 も 具体的 で あ る。す なわ ち、朝 鮮 人 は 親族

の っ なが りが 非常 に強 い た め に 国境地 域 の 朝鮮 人 だ け

を追放 した と して も、残 され た朝鮮 人 は 日本の 諜報活

勤の 格好 の 土 壌 に な る に違 い な い とい う も の で あ る
52

。

チ ェル ヌ イシ ェ フ の 報告 は第
．
2波 の 移住実施後 の もの

だ が、内務 人 民委 員部 の 当初か らの 方針 を よ く表
．
わ し

て い る。激 しい 抵抗が なか っ た し、その 可能性 も少な

い とい う こ と も あ っ て す ぐに 2度 R の 命令が 発せ られ

た の で あろ う 。

　第二 に 、最初 の 命令で は1938年 1月 1日まで に 移住

を完了させ る とされ て い たが、実際 に は 10月25日に は

事実上完了させ て い る こ とで あ る。こ れは、人規模な

混乱を危惧 した こ と に よ るエ ジ ョ ブ の 作戦だ と い われ

て い る
E／3／・。　 そ う だと すれば、ソ 連邦当局は 朝鮮 人 の

抵抗 とい うよ り も国境 を は さん で対峙す る 凵本軍 の動

向 に最も注意 を 向 け て い た の で は な いだ ろ うか。3T 一

名 の 国境 警備 隊 の 増強 とい う措 置 は、混 乱 に乗 じるか

も しれ な い 日本 軍 に 備 え た もの で あ ろ う。 1 日で も早

く移 住．を完 了 させ よ う と した こ とに は そ れ な りの 軍 事

的 合 理 性が あ る 。 第 1波 と して送 り 出され た朝 鮮 人 は

41列 車、12，144世帯、59，723人 だ っ た が、そ の うち 約

8 干世帯が 9 月 9 日か ら23日に か け て39列車で 送 り 出

され た 。 そ の 時 に エ ジ ェ フ は、国境地 帯の 保塁 最前線

が 朝鮮人か ら解放 さ れた と ス タ
ー

リン に 直接報告 し

た
6’1，・O は、必 ず しも功名心 だ けか らと は い えない 。ま

た 当時 の ある 朝鮮人 は、ソ連 の軍事行動 に 備えて 自分

達が 移住させ られ る の だ と い っ て い る
tt’：1。　 こ れ ら の

こ とは、ソ連邦が 極東で の 日本軍 との 緊張状態をい か

に 憂慮 して い た か を裏づ けて い る。

　第三 に、最初の 命令で は朝鮮人 の 出国希望渚
．
の 出国

を 妨害 しな い こ とが 命じられ、しか も10日 ご との 出国

者数の 報告を 求め て い る の に、そ の報告が 見当 ら ない

点で あ る 。 公式命令 と は逆 に 実際 に は 出国が 許 され な

か っ た の か、出国者数 の 調査や 記録が 行われなか っ た

の か、あ るい は 今 口 に お い て も情報公開が なされ て い

な い の か 不 明で あ る。ただ過去 の朝鮮人 の シ ベ リア 移

住か ら考えて 、強制移住を逃れて 出国 した者が皆無 で

あ っ た とは 思えな い 。

　第四 は、最 も注 目すべ き点で あ る。っ ま り最初 の命

令で 朝鮮人を 追放すべ き地 と して 23ヶ 所
．
が あげ られて

い る が、その うち 2 ヶ 所を 最優先 に 指定 した こ とで あ

る 。 ポ シ ェ ッ ト地区とグ ラ デ コ オ
ー

帯の 地で あ る。23

ヶ 所 の 地が 全て 朝鮮人の 集住地だ っ た こ とは い う まで

もな い が、どの よ うな理由で 2 ヶ 所を優先 させ た のか

は 記され て い な い。た だ、こ の 2 ヶ 所
．
には 共 通点 が あ

る。ど ち ら も朝鮮 人 の 人 植地 と して 最も永 い 歴 史 を も

ち、しか も最も大き く豊か な 地 域 で あ っ た。グ ラ デ コ

オ は 沿海 州 で の朝鮮 人 稲作の 先．駆 地 と して、ポ シ ェ ッ
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トは 3 国 国境 貿 易 で 繁 栄 した。そ れ だ け に シ ベ リア 出

兵期 に は、口本軍の 朝鮮人 対策が 強力に 実施 され た 経

緯 が ある 。 地 理 的に は、どち ら も国境の 要衝で あ る 。

グ ラ デ コ オ か ら鉄道で 国境 を越えれ ば 旧 東吏鉄道の 綏

芬河 〔ポ グ ラ ニ チ ナ ヤ） で、ポ シ コーッ トか ら長嶺子を

越えれ ば琿春、豆 満江を渡れ ば 朝鮮で あ る 。 そ の
．・

方

で 2 ヶ 所 に は 見逃す こ と の で き な い 違い が あ る 。 国 境

の 向い 側 に 同民族 の 集住地 が あ るか ど うか で あ る 。
「

つ の 国境 に 接 した ポシ ェ ッ ト地 区は、どち らの 国境を

越えて も朝鮮人の居住地 で ある。こ の こ とは、朝鮮人

の強制移住をみ る うえで の もう
一

っ の 視点 と して きわ

め て 重要で ある。

12．跨境民族 の追放

　 国境をは さ ん だ異なる領域 に 同 民族が居住して い る

場 合 が 世 界 に は い くっ もある。イラ ン 、イラ ク、 トル

コ に跨 る ク ル ド人 や ユ ーゴ ス ラ ビア 連邦 コ ソ ボ自治州

と隣 国 ア ル バ ニ ア に跨 る ア ル バ ニ ア 人 は、現在最も注

目され て い る。こ の よ う な 民族 の跨境状態 は、同 民 族

の 居 住 地 域 に 国境 が 画定 され た 結果と して 生 じる 場 合

が 多 い 。 こ の た め大 国 の 利 害 が 交錯 す る地 域 で の 遊 牧

民族 の 活 勤 地 域 に生 じや す い と 考え られる。モ ン ゴ ル

と 中 国 の 内 モ ン ゴ ル 自治 区 の場 合 は この例 で ある。と

こ ろが、豆 満 江 地 域 の よ う に農耕 民族 の場 合 に も跨境

状態が 生 じる。1860年 の 北 京条約は、沿海州と 吉林省

と の 国境 と と も に豆 満 江下 流 に朝鮮 と ロ シ ア と の 国 境

を も発生 させ た 。 1909年 の 間 島 に 関す る 日清協約 〔間

島協約） は、間 島 と咸 鏡 道 と の 間 に豆 満 江 国境 を 定 め

た 。 二 っ の 条 約 の 結 果、こ の 地 域 に 居住 して い た 朝鮮

人 は 3 国 に跨 る 民族 に な っ た。

　跨境民族 が 国 内 に居 住 す る こ と に は、そ の 国 の 統治

上 表裏 を なす二 っ の 面 が あ る。帝 政 ロ シ ア は、領有以

前か らポ シ ェ ッ ト地 区 に移住 して い た朝 鮮 人 を あ らた

な移住者 の 引 力 と して利 用 した。国 境 往 来 と　定 の 自

治権 を認 め る こ と で朝鮮 人社 会 の 発 展 を 促 し、朝鮮か

ら多 くの 移 住 者 を ひ き 入れ た。そ の うえ で 国 籍 と未墾

地 を与えて転移住 させ、初 期 の シ ベ リア 開発の 先駆的

役割 を果 させ る こ と に成 功 した。ポ シ ェ ッ ト地 区 の 朝
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鮮 人 は、そ の 後も吉林省や朝鮮 と の 国 境貿易を 支え た。

琿春や 慶 興 か ら輸入 した 生牛 を ウ ラ ジ オ ス トッ ク に 中

継 輸送 す る過 程 で、牛 肉 用 と して 飼 育 して 商 品 化 した

の は 朝鮮 人で あ る
E’E’：

。 ま た 野 菜 な ど の 換 金 作 物 を 栽培

して 都市部 に供給 した。ポ シ ェッ ト地 区 は、こ の よ う

な朝鮮 人 の 活 動 に よ って 国境 貿 易 の
一

拠 点 と して の 地

位 を 築 き．ヒげた。こ れ は、朝 鮮 人 の 跨 境 関 係 に よ る と

こ ろが 大 で あ る 。 反 面 、ロ シ ア革 命後 に は 統 治 者に と

っ て きわ め て 困難 な側面 が表面 化 した。暉春 との 国 境

は 閉鎖 され た が、そ れ 以 降も ソ連邦 に とって も 日本 に

と っ て も朝鮮 人 の 出入 国管理 は 容易で は な か った 。 社

会ギ 義 は朝鮮人 に よ っ て 間 島と朝鮮 に 直 接伝播 され た

し
S7／
、 日本 の ス パ イ活動 は朝 鮮 人 を 介 して ソ 連領 内 に

及ん だ
es1／

。 隣国 の 政治情勢 が 跨境民族 の っ なが りを 通

じて 相互 に 波及す る こ と は 防ぎよ う が な か っ た 。 こ れ

は 双 方 の 統治者 に と っ て 最も危険で厄 介 な こ とで あ っ

た。ソ 連邦 は、朝鮮人 を遠 く中央 ア ジ ア へ 追放す る こ

とで こ の問題を解決 した。しか し、跨境民族 と して の

朝鮮人 の追放は、ソ 連邦 に と っ て シ ベ リア で の 労働力

不 足 と い うあ ら たな問題を生み 出しだ
5匚1
。　 特 に ポ シ

ェ ッ ト地 区 で は深 刻で あ っ た。こ の地方の 1938年当時

の 様子 は、町 や 村 と い える の は ノ
ーキ エ フ ス ク、ポ シ

ェ ッ ト、ヤ ン ゴ ム ドイ、ハ ン シ だ けと い う 有様 で あ っ

た
7°，。　 こ れ らの 町や 村もむ ろ ん 朝鮮 人 の も の で は な

く、ロ シ ア 人とソ 連軍 の もの で ある 。 沿海州経済に と

っ て 重要な稲作 と 3国国境貿易 は壊滅 し、豆 満江地 域

に 形成 されて い た伝統的な経済補完関係お よ び一
体の

文化圏は 大 き く破壊され た。
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Korean lmmigration in Marit

  This article  will  describe the situation  in Maritime

Province before the  forced immigratlon of  Kereans te

Central Asia in 1937.

  A  treatv in 1860 made  Korean citizens  on  the

Russian side  of  the  border a  national  minority  in Russia.

The  Russian policy to invite Korean peasants  skillfu1  to

grow  crops  and  vegetables  neccessary  for Russian

immigrants affected  many  Koreans l the Japanese

colonial  policy and  annexation  of  Korea pushed  many

Koreans into Siberia. These  increases and  movements

are  shown  in the Tables. Many  displaced Koreans in

Russia enioi,ed  a  loose autonomy  becouse of  the Soviet

Imperial policy toward  national  minorities  ; the Russian

Revolution did littie to  uhange  their vi!lage  lives

because most  lecal Korean leaders were  uneducated

and  could  not  read  orncial  documents in Russian.

ime Province before 1937

NISHI  Shigenobu (Kansai University)

Maritime and  Hamgyon-do  Provinces, together with

Kanto  on  the Chinese side  of  the border where  Koreans

were  in a rnaiority  and  Hamg},on-do  of  Korea,

consi$ted  of  a 

"natura]
 ecenomic  territon,'' where

peop]e  and  commodities  could  move  quite freely across

the borders. The  forced immigration in ]937, because

of  the  suspicion  that important informataon might  also

move  to the enemy,  destroyed the  Russian involvement

in the territorv.

  The  current  cooperation  between Yenbien and

Hamgyon-do  can  have a  geod  effect  on  economic

development on  the  basis ef  the  natural  economic

ten'itory, while  those  Koreans coming  back from the

newly  independent Central Asian countries  to

Maritimes Province can  hardly have any  good

perspective without  that kind of  basis.


