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1　 は じめ に

　まず最初に 「環日本海地域」 の概念を 明確 に して お か なければな らな い 。字義 どお りに は 「凵

本海を取 り巻 く地域 」 と い うこ とで ある が 、具休的に 地 域を 区切る の ば 、い くつ か の 考え方 が あ

るの で 容易で な い 。た とえば、地理的に も っ とも狭 く区切 る考え方に よれば 、   日本海に 面す る

日本 の 都道府県 ・朝鮮半 島の 東部地域 ・ロ シ ア 沿海州と ハ バ ロ フ ス ク州及び サ ハ リ ン を指す。も

う少 し広 く区切 る 考え 方に よ れ ば、  に 加 え て、  黄海 と渤海を取 り巻 く中国北部 と東北三 省 ・

朝鮮半島西部 地域、  オ ホ
ーツ ク海 を取 り巻 く北 海道 ・千島列 島 ・

サ ハ リ ン
・

マ ガ ダ ソ 州 、  内

陸部 の モ ン ゴ ル
・

ロ シ ア極東地 方 の 諸地域 、 を指す e さ らに 広 く区切 る 考え 方 と し て 、中国西北

部 と P シ ア の シ ベ リ ア東部を含め る こ とがあ る。

　こ れ ら の うち 、   は 日本の 新潟を は じめ とす る 日本海 寄 りの 地域の 学 者や 研究者の 中で 比較的

支持者が多 い よ うで ある が、自然 、社会 、 文化、経済、政治等を総合的 に 考え るとき、こ れ で ば

範囲が狭す ぎる で あろ う。 私 は か つ て 1991年 8月に 巾国 の 藩陽で 開か れ た 「東北 ア ジ ア 国際経済

協力 シ ン ポジ ウ ム 」 （
“

奈北亜 国隊 霾滸合作研村会
”

） に 参加 し た 際 に 、「東北 ア ジ ア 」 の 地理 的

な範囲と して 上 記 の   〜   を包含する 地域 を提 示 し た こ とがある．そ の時 に
、 ド位 概念 と し て  

を ［中環海圏」、   を 「西環海圏」、  を 「北環海圏」、   を 「内陸圏」 と呼 び 、合わ e て 「三 海
一

陸」 （資料参照） と規定 し た が、環 日本海学会が研究 の 対象 とする 地 域 の 範囲は 、  〜  を包含す

る 「三 海
一

陸」 の 東北 ア ジ ア 地域 と同 じで あると考え る の が適当で あろ 弘 こ れ よ り広 く中国西

北部や シ ベ リ ア 東部 ま で 含め る考え方は 、環 冂本海地 域 とい うに は あま りに も内陸に 広が りす ぎ

て い る よ うで あ り、こ れ は 「環 日本海地域」 と言 う よ りもむし ろ広義の 「東 北 ア ジ ア 」 と言 うべ

き地域で あろ う、

　 こ の よ うに 環 日本海地 域 の 地理的な範囲 を 規定す る な らば、そ の 地域内に は 、実に さまざ ま の
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要素が 充満 し て い る と言わ なけれ ばな らな い 。まず、第
一

に
、

こ の 地域は 近代に お け る欧米帝国

主義 の侵略 の 魔手 が 最後に 到達 し た 地域で あ る こ と と、それに乗ずる形で 自ら帝国 主義化 し た 日

本が 約50年間 に わ た っ て 近隣 で あ る こ の 地域を侵略 し た こ と、第二 に 、日本帝国主 義が滅亡 した

あと米 ソ を 1質点 とす る東西対立の冷戦が約 50年に わ た っ て 継続 した こ と 、 そ の 結果 とし て 朝鮮半

島に 二 つ の 互 い に 厳 し く対立する 国家すなわ ち 「朝鮮民 主主義人民共和国」（以 ド 「北朝鮮」と略

称す る） と 「大韓民国 1 （以下 「韓国」 と略称す る）が存在 す る こ と、第三 に 、 経済 の 面 で は技術

と資本に 富む豊か な 日本 と韓国 に 対 し て 、 資源 と労働力に 富む発展途上 の 「中華人民共和国」（以

ド 「中国 」 と略称す る） と ロ シ ア 極東地 方お よび北朝鮮 とい う南北問題が 存在す る こ と 、 第四 に 、

文化 の 面 で は 、中国文化 の 影響を深 く受け て い る 「漢字文化 圏 ［ の 諸国 と 「欧州文化圏 」 に属す

る ロ シ ア との 異質性等を挙 げ る こ とが で きよ う。 なお、同 じ漢字文化圏に 属する国 々 に お い て も、

言語 の 系統か ら見れ ば、シ ナ
・チ ベ

ッ ト語族 に 属する 中国語 （
“
双珸

”

す なわ ち 「漢語」）と 、 ウ

ラ ル ・ア ル タ イ語族に 属する と考え られ る朝鮮語 （
“
奄号 暫

” “
丕 ・過世

”
）及び 日本 語 とは 、き

わ め て 大 ぎな隔た りが ある。

　こ の よ うに 見 て くる とき、環 日本 海地域 は 、歴史的に形 成 され た さ ま ざ ま の 対 立 的 な要 素を

も っ て い る とともに 、経 済地 理的に は 多 くの 相互 補完的な要 素を も っ て い る と言 うこ とが で きる

だ ろ う。そ うで あれ ば、相互の 間で 対立を解消 し、相互理解を達成 して 、相互理解と相互尊重 に

基づ く 「協生」 関係を うち た て る こ と が 十分 に 可能で あ る と言え よ う。そ して 、そ の よ うに 努め

る に あた っ て は、それ に ふ さ わ しい 環境を整備す る こ とが重要で ある が 、それ らの 営為は 実際に

は す べ て 言語を媒介に して 行わ なけれ ばな らな い 。言語 は 、も っ ぽ ら そ の 言語を用 い る集団すな

わ ち民族 の 歴史 と文化 の 所産で あ り、同 時 に そ の 民族 の 拠 り所 で もあ るか ら、 こ の 地域に おけ る

主要な各言語の 置か れた 状況を理解す る こ とは 、そ の 意味で きわ め て 重要な こ とで ある と思 うe

　以下 に お い て は 、主 と して 日本 に お ける 民族言 語政策 と言語教育に つ い て 、現在 の 状況を検討

す る と ともに 、 将来へ 向けて 若干 の 提言を試み た い と思 う。な お 、そ の 過程に お い て 必 要な範囲

内 で 日本海 の 対岸諸国の 状況 に つ い て も触れ る こ と に した い 。

2　 日本の言語政策

　言語政策 とい う概念を ある程度決 め て か ら日本 の 状況 を考え る こ とに した い 。今か りに 言語政

策とい うもの を 、 「ある 国家ま た は 地域 の 行政体がそ の 管轄区 域内に おけ る住民 の 民族語 に 行 政

上 の 権利及び義務を付与す る在 り方一と い うよ うに 規定 して お くこ とに する。

　こ の よ うな概念規定 に 基づ い て 日 本 の 言語政策を考えれば、見か け上 は 至 っ て簡 単で あ り 、 何

等の 言語 政策 も存在 し な い と言 う こ とが で きる 。こ の こ と を法制度 の 側面か ら説明す るた め に 、

日 本 の 法 制度 の 根本 で ある 目本国憲法を見て みれば、全 11章 103条 の い ずれ に お い て も 1民族」に

言及 して い な い し、「民族語」 に も言及 し て い な い 。冂木 国憲法の 中で 、言語政策に 関わ る可能性

の ある条文と して は 、「第三章国民の 権利及び義務一の第 十四 条が 考 え ら れ る が 、そ の 第一項 に
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は 、「す べ て 国民は 、法 の 下 に 平等 で あ っ て 、人種 、 信条 、 性別、仕会的身分又 は 門地 に よ り、政

治 的、経 済的又 は 社会的関係 に お い て 、差別 されな い 。」 と規定 して あ る の み で ある。こ こ で 言 う

「人種」 が 形質人類学的な概念 で あ っ て 、 歴 史 と文化を共有す る共同体とし て の 民族 を意味 しな

い こ と は 、憲法学 者 の あ い だ で は 通説 とな っ て い るし、「門地」は 家柄 と解釈 され て い る の で 、結

局 の と こ ろ 日本 国憲法 は 、 H本 国 に 相異 な る複数 の 民族 が 存存する こ とを前提 と し て い な い 、と

言わなければ ならな い 。憲法が 国家の 構成員 と し て 複数の 民族の 存在を想定 し て い な い の で ある

か ら 、 憲法を根本法 と して 出来 ヒが っ て い る 日本の 法制度 と行政体に ば、言語政策 とい う観念が

生 まれ る余地 は な い し、実際 に お い て も欠如 して い る の で あ る。

　 こ の 点を他の 国の憲法の規定 と比較 し て み る と 、 日本と多 くの 点で 割合に類似性が 高い と考え

られ る ドイ ツ 憲法第三 条第三 項に は 、「何人 も、そ の 性別 、血統 、 種族 、言語、故郷及 び門地、そ

の 信仰、宗教的若 し くは政 治的 見解に よ っ て 、不利益 を受け 、又 は、特権 を受け て は な らな い
。 」

とあ り、「種族」す なわ ち民族 と 「言語」 に 言及 し て い る。これに よ り ドイ ツ 憲法は 、ドイ ツ 国家

の 構成員 と し て 複数民族 の 存在を前提 に して い る こ とが 解る。次 に 、中国憲法 （1982年）の 規定

を 見るな らば、そ の 序文に お い て 、 「中華入民共和国 は 全国 の 各族入民が共同で 建設 した 統
… し

た 多民族国家で ある 。平等、団結、互助 の 社会主義的な民族 関係 はす で に 確立 し て お り、なお 引

き続き強化 され る 。 j と、明 白に 複数民族 の 存在 を承認 し て い る。また 、そ の 第 一煢総綱第四 条に

民族 の 権利 と義勝が明 白に 規定 され て い る e こ の 規定は 、 複数民族か ら成 る 国家 の 民族 関係 の あ

り方 を考える上 で、有益な材料 とな りうるもの で ある の で 、こ こ に 紹介 して み よ う。「第四 条　中

華人民 共和国 の 各民族は一律に ’F等で ある。国家は 、 各少数民族の 合法的な権利 と利 益を保障 し、

各民族の 平等 、 団結 、 互助 の 関係を擁護 し発展させ る 。
い かな る民族 に た い す る差別 と圧迫を も

禁止 し、民族 団結を破壊 した り民族分裂を作 り出す行為を禁止す る。国家は 、各少数民族 の 特徴

と必 要に基づ き 、 各少数民族地区が経済 と文化 の 発展 を加速す る の を援助す る
。 各少数民族 が 集

居す る地方 は 、区域 自治を実行 し、自治機閧を設立 し、自治権を行使す る。各民族 白治地方は 中

華人民共和国 の 分離す る こ との で きな い 部分で ある。各民族は 自己 の 言語文字を使用 し発展 さ せ

る 自由を持ち 、自己 の 風俗習慣を保持 し又 は 改革す る 自由を もつ 。」 （資料参照）。

　 冂本国憲法が複数民族の 存在を 前提 と して い な い 事実をすで に 見た が 、 そ れ で は 現在の 日本 に

は 民族は
．．一一

つ し か 存在 し な い の で あろ うか 。多民族 国家で あ っ た か つ て の ソ 連は 、民族を識別す

る基準 として 四 つ の 事実を と りあげた が、それ は共通 の 言語 を話 し、共通の 地域に 住み 、 共通 の

経済生活を営み 、共通の 文化に 基づ く帰属意識を もつ こ と、で あ っ た。同 じく多民族 国家で あ る

中国 の 場合 も こ れ に 従 っ て い る が 、中で も共通 の 文化 に 基づ く帰属意識 と い う心 理的な側面に 比

重を置 い て い る よ うで ある。 こ う し た基準 、 と りわ け共通の 文化に 基づ く帰属意識 と い う点か ら

見れ ば、現在の 「ヨ本に は 少な くとも 四 つ の 民族 が存在す る と言わ なけれ ばな らな い だ ろ う。まず、

絶対多数 の 日本族 、 絶対少数 の ア イ ヌ 族、それ に 新来の 朝鮮族 と台湾系漢族 で ある ．そ の 人 口 に

つ い て は 、 ア イ ヌ 族 お よそ数万 人、朝鮮族お よ そ 75万人、漢族お よそ 7 万人 と推定 され る。も う

少 し詳 し く，著えば、ア イ ヌ 族人 口 の 正式な統計は 存在 しな い 。ただ北海 道 ウ タ リ協会が ／984年に
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採択 し た 「ア イ ヌ 民族に 関する法律 （案）」 の な か で 、「い ま道内に 住む ア イ ヌ は数万 人、道外で ぱ

数 千人 とい わ れ る 」 と記され て い る だ け で ある。し か し、朝鮮族 と漢族 の 人 口 は法 務省の 外国人

登録数 と出入 国管理法に よ る出入 国数及 び厚生省の 人 n 動態統計か らほ ぼ正 確に推計す る こ と が

で きる。い ずれ に して も、日本ば実際に は 決 し て 単
一

民族国家で は な く、複数民族国家 で あ る と

言わ なけれ ば な らな い 。朝鮮族 （朝鮮系住民） と漢族 （台湾系住民） の 大部分は 、 日本が敗 戦後

に 行 っ た 旧植民地出身者に 対する 国籍変更手続 きの 不 当性が 主た る原 因 で 、今 N まだ 日本国籍を

も っ て い な い 外国人 で ある と して 、さ ま ざま の 制約 の も と に あ る。し か し、 こ れ ら人 々 とほ と ん

ど同 じ歴 史的経 緯に よ っ て 中国東北部の 住民 とな っ た 中国の 朝鮮族 の 人 々 お よ そ 200万 人 は す で

に 1947年頃に は 中国公民 とな り、現行 憲法第四 条 に 規定 され て い る権利 を行使 し、か つ 義務を

負 っ て い る。従 っ て 、 N 本に お い て も現実 に 存在す る
．
「

・つ の 少数民族 の 民族 的諸権利 、と りわけ

固有 の 言語を教育 し 、 学習する権利を法的に 認め 、 これを保障す る こ とが必要で ある と私は 思 う。

　今や 日本は み ずか ら進 ん で 新 し い 民族 政策を 明確 に し、望ま しい 言譜政 策を実行す べ き時期に

来 て い る と言 うこ とが で きる。日本の 実質的な意味で の 朝鮮族は こ れ ま で外 国人 と し て 「在 日朝

鮮人」 あ る い は 「在 目韓 国人」 と呼ぼれ て 日本の 祉会か ら疎外 され 、こ れ と裏腹の 関係で 自分の

国家的帰属先を北朝鮮や 韓国に 求め て きた の で あ っ た が、冷戦構造が崩壊 して 環 日本海地 域が 平

和 と友好 の 方 向 へ 歩み 出そ うと し て い る 今 日、
い わ ゆ る在 凵朝鮮人 の 意識 に も新 し い 変化の 兆 し

が現れて きた こ とを指摘 し なけれ ばな らな い 。た とえば、「在 日韓国人 と して 祖 国 に 行 っ て 見 る

と、韓国 人 か らの 多少 の 差別 が あ り 、 日本人か ら見れ ば 、 当然差別が ある。人間は 文化や 言語を

生まれ持 っ て は 来な い 。我 々 75万 人 とは何 か ？　 在 日韓国人、朝鮮人 で ある。人 間で ある。……

生 きる事は で きて も、フ ェ ア な競争 も、参政権 もない 。韓国 ・朝鮮本国、日本国が我 々 を見捨て

て も、生きて い か なけれ ばな らな い 。そ の よ うな状態 で 生 き る とは 何 か を子供達 に教 え た い と思

い ます。−1、 「……
も う

“

在 日
”

は 、祖 国 の 政治 状況 に 振 り同 され 、
“
北

”
だ の

“

南
”

だ の と言 っ て

い る時代 で は な い の だ とい う事に 気づ くべ きだ と思い ます。祖国で は な く、日本で 生 きて い か ね

ば な ら な い
“

在 H
”

の ビ ジ ョ
ン を、も う

一
度 、打ち 立 て 直す 時期 に き て い る の だ と思 い ます 。

“
恩恵

”
と し て 与え られ る 帰化で ば な く、市民権が人間と し て 、 当然の権利 と し て 、私た ち に 与

えられ る 日が来るな らば、
“

在 旧
”

韓国 ・朝鮮人 も、そ して 、日本人 も、共 に 入間 と して の 尊厳

を尊重 し合 っ て 生 きて い く事の 出来る 社 会 に
一

歩近 づ くの で は な い か と思い ま す．私達も、権利

を
一

方 的に 主張す る だけ で な く、

“

被害者意識
”

か ら脱皮 し て 、 自ら もい ろ ん な面 で律 し、向 E

させ て 行 く努力が 必要 で あ る と思 い ます 。」 （『在 円韓国 ・朝鮮人 の 民族 教育意識一
日本 の 学校 に

子 どもを通わ せ て い る 父 母 の 調査』 京都大学教 育学 部比較教育学研究室著　明石書店　1990年

第 82、80ペ ージ） こ の よ うな状況の 変fヒに 対応する 1体 政府 の 政策転換 が期 待 され よ うu

3　 日本の 言語教育

日本に お け る 言語教育と 言 う場 合、公 教育 の 環 と して 行 わ れ る もの と、私教育 と し て 行わ れ
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る もの とを 、 分け て 考察す る こ とに する。

　まず、公教育と して の 言語教育の 状況 と 問題点を 考え て み よ う．公教育 の うち 、義務教育は 小

学校 6年間 と中学校 3 年間 の 計 9年間で ある 。 それ 以後は 任意 の 教育 と な る が 、高等学校 3年間 、

大学 4 年間又は 6年間た だ し短期大学は 2 年間、とな っ て い る。研究者を養成 する教育機関と し

て 、こ の 上 に大学院があ り、修土課程 2年間 、 博
一L課程．3 年間とな っ て い る

　こ れ らの 公教育機関で行われ て い る 言語教育は、まず第
一

は 国語 と して の 日本語教育が小学校

1年 よ り義務教育 の 9 年問毎年学 ぶ こ とに な っ て い る ほ か 、高等学校 3年間ず っ と学習す る こ と

に な っ て い る。日本 の 国語は 口本語だけ で あ り 、 国語以外 の 公用語は 存在 し な い 。第二 ぱ 、 外国

語糖 で ある 。 口本 の 雁 語教献 中学校
一

年か ら始ま る．中学 校 で 学 習す る ・ と の で きる外国

講 事実 朕 諦 ・ か ぎられ て い る の で 旧 本 蟻 緻 育 に 浦 る外蹄 鮪 は 実際に 醸 語糖

に ほ か な らな い 。そ の 学習方法 は、以前は読解第
一

主義で あ っ て 聴解 と発話を お ろ そ か に す るも

の で あ 。 た 瓜 文 部省が 10欝 まえに ア ・ リ カ 切 ナ s
”
・・イ剃 褥 の 英鰹 の 国か ら英語教育

助手を 大量 に 微募 して 、中学 と高等学校 に 配備 した 結果、それ ま で よ りは聴解 と発話の 訓練に 力

を い れ る事に な っ た e 高等学校 に お い て は 、 英語以外の 外国語を選 択科 目と し て 学習 で き る学校

が あ り、外国語 の種類は 以前 は ほ と ん ど ドイ ツ 語 とフ ラ ン ス 語に 限 られ て い た 。しか し、 こ こ 10

年ほ どの 間に 中国語を学習で き る 学校が 増え て 、 中国語学習者の 数 も増加傾向 に ある と推測 さ れ

る 。

　英語以外の 外国語を本格的 に 学 習 で きる学校は、大学で ある。日本 で は ほ とん どす べ て の 大学

膜 語を 第
一

外国語 と し 、 そ れ鵬 の 外国言吾を第二 外 国語 と し て 必修 さe て い る・第二 外国語の

騨 は 、
F
’
・t ・ 語、フ ラ γ ス 語 中N ：吾、 眇 ア 語 とな ・ て い る駘 が も ・ とも ふ つ うで ある・

た とえば、新潟大学 の 1994年度 の 初 級外国語履 修者は 、
一

年生 の 学 習者に 限 っ て み れ ば、 ドイ ツ

諦 7ユ。人、フ ラ ン 孺 427人 、中国言吾393人、・ シ ア 語258 人潮 鱒 61人 と い 獄 況 で ある 請 語

別 の 学習者数の 比 率は 、他の 大学 の 場合 もこ れ と同様で ある と見て 差 し支えな い で あろ う。こ の

よ うな学習者数の 比率は 旧 赫 近代化 の 過程蠍 米破 化 齦 取す るた め に 外臨 を学 ん だ こ

と の 後遺症 で ある と言 う ・ と が 出来 よ う。英語学習に お い て 憶 繍 解に 重点カミ置か れて い る こ

とも、そ の 後遺症の 現れ で あ る と 言 っ て 差 し支えな い で あろ う。

　　し か し 、 言語は 「伝達 の 手段 に とど まらず、阯界 の 見 方を決め る もの で あ り 、 それ を話す民族

に 、深 い 精神的 な刻印を あた え る」 （W ・フ ォ ン
・フ ン ボ ル ト） もの で あ る の で 、実は 、言語は 、

それ を用 い て い る民族の 文化 の 基底を理解す る た め に こ そ学 ぶ べ きも の で あろ う。 そ うで あれ ば、

鰍 の 言語だけを重点 的 に 学ぶ の は 、西 欧を 理解す る た め に 賄 益 で あ ・ て も・多様性に満 ち た

世界を畷 す る た め の 視野は た い し て 励 ・らな い で あろ う．
し て み る と 躰 の 公教 育に お け 研

国語糖 は 、今栖 欧 謡 遍重か ら脱 し、多灘 に瀧 た 近隣 の 言語 を学ぶ べ き段 隙 こ さ し か

か っ て い る 、と言 う こ とが で きよ う。そ の 意味 で は 、還 日本海地 域 の 朝鮮語 、 中国認 卩 シ ア 語

　は 、
い ずれ も大 い に 学ぶ に値す る 言語で ある。

　　つ ぎに 、私 教育 と し て の 外国語教育 に つ い て 触れ るな らば、これ は も っ ぱ ら伝達 の 手段 と し て 、
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・すな わ ち意思 疎通 の 手段 と して
、 英語教育が盛ん に 行わ れ て い る。学習者 は 大学 生 の ほ か 、 青年

男女の 会社員な どが 中心 で ある。そ の ほ か に 、中学 牛や高校 生を対 象に した 受験勉強の た め の英

語塾が多数開かれ て い る。 しか し、東京な どの 大都会 で は 、「読む」　・「書 く 1 の ほ か に 「聞 く亅

・ 「話す」 の す べ て の 側面 に わ た っ て 教育する 外国語学校 がある。 こ の よ うな学校 とし て は 、英

語学校だ けで な く、 ドイ ツ 語学校 （た とえ ば Goe しhe−lnstitut）、フ ラ ン ス 語学校 （た と え ば

Ath6n6e　Frangais）、中国語 （た とえば 日中学院）、 ロ シ ア 語 （た と えば ニ コ ラ イ 学 院） な ど 、 数

は 少な い が社会的な使命を果 た して い る と言 う こ とが で きよ う。

4　環 日本海時代の ある べ き言語教 育

　環 日本海地 域 に おけ る 平和が確立 され、民族を異 に する住民同 士 の 往来 と交流が 盛ん に 行われ

る よ うに な り、国籍と民族を 異に す る 入 々 が短期間ある い は 長期間に わ た っ て 混住す る よ うな状

況が生 まれる な ら、 それ こ そ が 「環 日本海時代」 で あ ると表現 して 良 い で あろ う。そ の よ うな と

ぎに は 、い っ た い ど の よ うな 言語教育を実施する の が望ま しい か は 、私が こ こ ま で 述 べ て きた こ

と の 延長 と し て 考えれば、ほ と ん ど贅 需を要 さな い ほ ど明らか で あろ う。

　 繰 り返 しに な る が 、 言語を 学ぶ こ との 意味は
．
つ あ り、そ の ．一

つ は 意思疎通 の 手 段 を手 に い れ

る こ と、も う
一

つ の 意味は 、そ の 言語を用 い て い る民族の 文 化の 奥底を 理 解する こ と で ある。 し

た が っ て 、 環 日本海地域で な ん らか の活動を し よ うとす る者は 、 意思 疎通 の た め の 手段 と して 、

こ の 地域内の 言語を少な くとも
一

つ は あ る程度巧み に 使い こ な せ る こ とが必要で あろ うc ま た 、

こ の 地域内で 必ず し も活発な活動を し よ うと思わな い 者で も、対岸 との 人的往来が頻繁 に な る環

境 の な か に い る 限 り、 自ずか ら対岸か ら来た 人 々 と接触する機会が増え る だ ろ うか ら、相于を理

解す る た め の 手が か りと して 、あらか じめ環 日本 海地域の 言語 の
一

つ を学ん で お くこ とが 望 ま し

い で あ ろ う。 こ の よ うに 考え る な らば、日本 の 中学校か らの 外国語教育に お い て 、学 習す る 言語

の 中 に 環 日本海地 域 の 言語す なわ ち朝鮮語 （
“
魁号 暫

”
、　

“
至 超暫

”
）、中国語 （

“
波珸

”
）、

ロ

シ ア 語 （PyCCKHth ）を加 え て
一

つ を選択学習で ぎる よ うに すべ きで あろ うb もち ろ ん 、更

に 可能 な らば、ベ ト ナ ム 語、 タ イ 語 、イ ン ドネ シ ア 語 等を も選択 肢 の うち に 加 え る こ とが望 ま し

い だ ろ う。

　最後 に付言すれ ば 、 相互 に か け離れた 複数 の 言語を学 べ ば、世界を み る視野が広が り、異なる

文化 を保持す る 人間を 見て もむや み に 驚 い た り怪 し ん だ りする こ とが な くな る もの で ある 。 異質

な風俗 習慣に た い し て 反 発 し た り拒絶反応を起 こ した りす る の は 、た い て い の 場合 自己 の 視野が

狭 く見識が浅 い こ とか ら来る もの で ある。私 の 経験は ま こ とに 限られ た範囲に しかす ぎな い が、

そ の 限 られ た 経 験 に 基づ い て 敢 え て 言 うな らば、真に 世 界の 広さ を知 り、柔軟な精神を持 ち、同

時に 進取 の気性 に 富ん で い る 人 々 が 中国吉林省の 延辺朝鮮族 の 人た ちで ある こ とを紹介 し て 置き

た い と思 う。私 は 1991年 8 月に 延辺朝鮮族 自治州を訪れ た が 、 朝鮮族 の 人 々 の 気 風が漢族 とも朝

鮮本土 の 人 々 と も異な る穏やか さと明 るさ とを兼ね備 えて い る こ とに 感銘 を深 くし た こ とが あ る。
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延辺朝鮮族の 人た ちが朝鮮語 と漢語に よ る 重 言語牛活をお く っ て い る こ とを、そ の 原因 の
一・

つ

と し て 挙げ る こ とが で きる と私は思 う。こ の 推測が正 し い な らば、環 日本海地域の 未来は延辺朝

鮮族に よ っ て 開か れる 、 と言 っ て もあ な が ち 的 ば ず れ で は な い で あろ う．

5　 関連資料

（1） 中華人民共和 国憲法 （抜粋）

　　 （1982年 12月 4 日第五 届全 国人民 代表大会第五次会議通過）

　　第四 条 　中隼人民共 和 国各民 族一律平 等。国家 保障 各少 数 昆族的合 法 的枳利和 利 益 ， 堆

枦和 笈展各民族的平 等、囲拮、互 助 美系。禁止対 任何 民族 的岐視和圧 追 ， 禁 止破 坏民族 団 拮

和制造 民族分裂的行 屶 。

　　国家根据各少数民族的特 点和需要 ， 幇 助各 少数民族地区加速錏 済和 文化的岌展。

　　各少数 昆族聚 居 的地方実行 区域 自治 ， 没立 自治机 美，行使 自治 扠。各昆族 自治地 方 都 是

中隼 人 民 共和 国不 可 分 寓的部分。

　　各民族 鮪 使用繊 展 自己的 i・d9 文字的 自由 ， 橢 保持或者改軸 己 的 凩 俗 珮 的 自

由。

　　第一百 一十二 祭

人民 政府．

　　 or一百 一一十三 条

　　第六 蒂　民族 自治 地方的 自治 机美

民族 自治地 方的自治机 美是 自治 区．自治 州、自治昼的入 民 代衰 大 会和

自治区．自治 州 、自治具的人民代表大会中，除実行 区域 自治的民族 的

代寰 外 ， 其他居住在木 行政 区域内的 民 族也 皮 当有這 当名額的 代表。

　　自治区 ．自治 州、自治具的人民代 表大会常蚤委員会中戍 当有実行区域 自治 的 民 族的公 民

担任主 任或者副主任。

　　繁 一百 一十 四 条 　自治 区主席、自治州州K ．自治具具長由実行区域 自治的 民族 的 公 民担

任 e

　　es　一百一十五 条　自治 区．自治 州．自治 昼的 自治 机美 行使究法 第三 章第五情規定 的 地方

国家机美的 取枚 ， 同吋 依照筅 法 ．民族区 域 自治 法和 其他法 律規 定的 枚 限行 使 自治扠，根 据 本

地 方宴除情况 質砌 撫 行 国家的法律、政策。

　　第一百
一十六 策　民族 自治地方的人 民代表大 会有 扠依 照 当地 民族的政治．媼 済 和 文化 約

特点，制定 自治条 例和 単行条 例。 自治区 的自治条例和単行条例・根全国 人民代 表大会 常 劣委

員会 批准 后生效． 自治州．自治 具 的 自治条例和単行条 例 ， 扱省或者 自治区 的人 民代 表大 会常

勢委員 会批准 后生效 ，并 椴全 国 入民代表大会常 劣委員会 各案．

　　第一百
一

十七 条　K 族 自治地方的 自治机 美 有 管理 地方 財政的 自治枚 、凡 是依照 国家 財 政

体制属于 民族 自治地方 的 財政 收 入 ，都泣 当 由民 族 自治 地方的 自治机美 自主地安排使用。

　　第
一百 一十 八 条　民 族 自治地 方 的 自治机美在国家汁期的指尋下 ， 自主地 安排 和管理 地方

性的姫 済建没事 並。

　　 国家在 民 族 自治 地力 弄 笈資源 、建 没企並 的 吋候 ， 廐 当照顧 民族 自治 地 方 的利益 。
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　　　第 一百 一十 九 条　民 族 自治 地 方的 自治 机 美 自主地 讐 理 本 地 方 的 教 育．科 学、文化 、P
　生 、体育 事」k．保 炉 和整 理 民 1rk　tgl文 化 遺声 ， 没展 和黶榮民族文化．

　　　第一百 二 十 蚤 　民 族 自治 地方的 1
‘
9治机 美依 照 国家 的軍 事 制度和 当地 的突隊 需要 ， 径 国 勢

　院批准 ．可 以組 蝦 本地 方 維炉 社 会治安的公 安部从 ，

　　　第
一

百 二 十
一

羨　民族 自治地 方 的 臼治 机美在拭行駅 劣的 吋候，依照本民 族 自治 地 方 自治

　条 例 的 規 定 ，使 用 当地 通 用 的 一
秤 或 者 几 秤 濳言文 字 ．

　　　第一百 二 十二 条　国 家从財政．物資．技ボ 等方 而 摺助各少 数民族加速 麦 展鑑 済 建没和 文

　化建没 判t」ヒe

！　　 国 家 摺助 民族 自治 地 方 从 当地 民族 中 大猛瑠 非各銀干 部 、 各判昨 豊 人 オ和 技ボ 工人 ．

  　 「東北 ア ジ ア 経済圏 」 の 範囲 ： 「三 海一陸」

　 1　 「西 環海圏」　 皿 ： 「中環 海圏」　 皿 ： 「北環海圏」　 IV　 「内陸圏」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参考 …V 　太平洋経 済圏）

丶

　 丶

　 丶

　 　 、
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（3） 延辺朝鮮族 自治州の 二 百 語制が始 ま っ た ときの 状況

　 　 （崔吉元
“
談延辺的双語制

”
1983年 L

＝
中国少数民族 双語研究論集』 民族 出版 社　199D年

所収）

争取 朝鮮屠 文的 平 等 枚同 題在 解 放前 是 民 族解放這 劫的 一 个組 成

部分 。

　　民族 i吾吉 同 使 用送 个悟盲的 民 族 的 交眛 、 思 錐 、 感情 、 文 化 ・

芝未 以 及 其他一 切 方 面 有 宜 接 的 朕 系 ， 他 伯 的生 活 片 刻也 嵩不 ff

自己 的 民 族 1吾言 ， 因 此民 族悟言
一 般来悦是

一 个 民 族最 重 要的 特

点 ， 最 重 要 的 民 族形 式 。 正 因 如此 ， 在 資 本主 文 国 家 里 ・ 民 族 屠

吉 同題 很 容 易成 力敏 感 的 、 爆 笈性 的 政 治同題 。

　　1945年 8 月 ， 延 辺 的 朝鮮族人 民 茯 得 解放 ， 朝 鮮悟 文 也荻得

解放 。 党和 人民政 府宣布 井実行
“
民 族 平等

り

政 策輛
“

民族 悟言

平 等
”

政 策得 到 朝 鮮族 人 民 的熱烈｛用枦 ， 長期 遭 到 1帖 E破 坏的 朝

鮮悟 文得 到迅 速 的恢夏和友 展 。 在从 1945 年到 1952 年 這 个非常垠

堆的年代里 ， 基本普及小学 教育 ， 建 立 了不少 中学 ・ り弔范学校和

沢悟 リ市萢 ， 消天 了青壮 年中的文肓 ，
1949 年 4 月 11 ヨ創建 了 培菲

朝鮮 族中学 師資和建段 人材的多科性的 延 辺大学 （后 来在骸大学

医学 系和衣学 系的基磯 上 分 別 建 立 了延 辺 医 学 院和 延 辺衣学 院）。

出版 社 、 掘社、 屯 台 、 歌 舞困也是 在那肘建立 起来的 。

　　中隼 人 民 共和 国 成立后 ， 国家 以 筅法形 式 保障 了 少 数民 族 唐

文 的平 等地位 ，
1952 年 自治州 成立 吋 在

“

人民 政 府組 颯 条例
”

中

明晩規定
“

延辺 自治 区 （当吋叫自治 区 ） 人民政 府以 朝鮮文 均行

使聰 枚的 主要 工 具 ， 井庄 同吋采 用 通 用 的浅文 。

”

从 此 弄始 ， 延

迫 的双 悟 制正 式地砺立起来 ， 朝鮮 文 成光第
一 公 用文 字 。

　　延 迄 自治州成立 后 ， 延 辺 朝鮮族的悟文 、 文教事並得 到ve　一

歩 的 表展 。 由于正 硫貫 砌扶行 党的 民 族平等政 策 与 双 珸制 ， 凋劫

广 大群A 的 枳 扱性 ，迅速培 界 了大批 民族 干 部 ， 順 利完 成了民 主改

革的任勢 ， 劫 贔大批群余 参加 解 放哉争和 抗美援 朝的斗争 ， 述 迸 行

経 済 、 文 化 建設 。 朝 蝉 族 同 其他民 族 的 接触越来越 多 ， 在 共同 的

生活 、 斗争中逐 漸消除 心 理 上的 隔 閥 ， 形 成 了新型的 民族美系。
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