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日露戦争から見た日露間の交渉

コトワ・タチアナ

                               

１　はじめに

現在の北方領土問題における日本とロシアの話し合いは、スムーズに行っておらず、

この話し合いをどのようにしたらうまく行くか考えていると、昔の日露戦争の時の日露

間の交渉を思い浮かべる。その頃から日本とロシアの間には問題があり、その頃のこと

を知ることで、今の日露関係を正確に知ることができる。

２　日露戦争以前の状況

日露戦争を避けることが出来ていたとすれば、日本とロシアが韓国と満州の侵略と

支配をそれぞれ認めあって、日露協商を結んだであろう。伊藤博文と井上かおるはその途

を選び、立憲政友会が支持した。これに対して、１９０１年６月、伊藤の後を狙って首相

となった桂太郎、その下で外相に任用された小村寿太郎らは、日英同盟の路線を選択した。

満州や韓国に勢力圏をもたないイギリスに対して、日本がどのような内容の条約を結んだ

としても、満韓問題の直接的解決とはならない。ロシアの南下政策によって、中国・中近

東・インドで脅威にさらされていたイギリスにとって、日英同盟はロシアをけんせいしつ

つ、中国における自国の権益を保持するためのものであった。他方、韓国保護国化・満州

市場進出を狙って、日英同盟を結んだ日本政府としては、極東最大の海軍力の保持をめざ

し、対外膨張の途をひた走ることにならざるをえなかった。

日 清 戦 争 後 、 明 治 政 府 が 最 優 先 の 課 題 と し た の は 膨 大 な 軍 備 拡 張 を 行 う

こ と で あ っ た 。 こ れ は 日 清 戦 争 と そ の 直 後 に 三 国 干 渉 な ど が あ っ た か ら 急

に 生 ま れ て き た な ど と い う も の で は な い 。 日 清 戦 争 前 か ら ロ シ ア の シ ベ リ

ア 鉄 道 の 建 設 が 東 ア ジ ア の 情 勢 に 決 定 的 影 響 を 及 ぼ す と い う 認 識 を 基 礎 に

軍 備 拡 充 の 急 務 が 意 識 さ れ て い た 。 そ れ は 日 本 の 近 代 軍 隊 と 軍 国 主 義 体 制

創 設 の 中 心 人 物 、 山 県 有 朋 の 『 軍 事 意 見 書 』、『 外 交 政 略 論 』 な ど 、 一 連 の

意 見 書 を 見 れ ば 明 ら か で あ る 。 そ し て こ の こ と は 財 政 指 導 者 に も 認 識 さ れ

て い た 。 松 方 正 義 蔵 相 は 『 財 政 意 見 書 』 の な か で 、 こ れ を 『 大 半 三 、 五 年

ノ 内 に 完 成 ス ル 必 要 』 が あ る 、 な ぜ な ら シ ベ リ ア 鉄 道 の 完 成 は 『 正 二 五 箇

年 ノ 内 』 と 見 ら れ る か ら で あ る と 述 べ て い る 。 日 本 の 急 速 な 成 長 に と も な
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っ て 、 極 東 に お け る 勢 力 関 係 が 一 変 し た 。 朝 鮮 と 南 満 州 を 手 に 入 れ た こ と

に よ っ て 日 本 は 南 ウ ス リ ー 地 域 の 国 境 に ぴ っ た り と 近 か ず く よ う に な っ た 。

こ う し て 日 本 は 、 極 東 に お い て ロ シ ア の 利 益 を 直 接 脅 か す よ う に な っ た 。

ツ ア ー リ 政 府 は 、 事 件 の 進 展 に 当 惑 し 、 １ ８ ９ ５ 年 ４ 月 １ １ 日 、 つ ま り 下

関 条 約 の 調 印 を 前 に し て 、 現 状 を 審 議 す る た め に 、 特 別 閣 僚 会 議 を 召 集 し

た 。 こ の 会 議 で 蔵 相 エ ス ・ ユ ・ ウ ィ ッ テ は 発 言 し て 、 今 次 の 戦 争 は 直 接 ロ

シ ア に 向 け ら れ っ た も の で あ る と い い 、 次 の よ う に 指 摘 し た 。「われわれが

今日日本人に満州を許すとすれば、わが国の領土を守るため、 …… １０万

の 兵 と 、 わ が 艦 隊 の 増 強 が 必 要 と な る 。 遅 か れ 早 か れ わ れ わ れ は 、 ど う し

て も 日 本 人 と た た か わ ね ば な ら な く な る か ら で あ る 」 と し 、 南 満 州 を 放 棄

す る よ う 日 本 に 最 高 通 牒 を つ き つ け る よ う 提 案 し て 、 こ う の べ た 。「わが国

に と っ て 、 今 日 戦 争 を 決 意 す る ほ う が ず っ と 大 き な 犠 牲 を 払 わ な け れ ば な

ら な く な る か ら で あ る 。」 会 議 は 全 員 一 致 し て 、 日 本 が 南 満 州 を し な い よ う

「 当 初 は 友 誼 あ る よ う に 」 忠 告 す る こ と に 決 し た 。 こ れ を 拒 否 し て き た 場

合 、 日 本 政 府 に た い し 、 ロ シ ア は 行 動 の 自 由 を 留 保 し 、 自 国 の 利 益 に 従 っ

て 行 動 す る も の で あ る と 、 声 明 す る よ う 提 案 が な さ れ た の で あ っ た 。

１ ８ ９ ５ 年 ４ 月 、 下 関 条 約 の 調 印 後 、 ペ テ ル ブ ル グ で 特 別 閣 僚 会 議 が 再

度開かれた。ウィッテは日本にたいし、遼東半島を占領しないよう要求し、

も し 聞 き 入 れ な い 場 合 に は 、 日 本 に た い し 海 上 か ら 軍 事 行 動 を 開 始 す る と

威 か す よ う 提 案 し た 。 会 議 出 席 者 は こ れ に 同 意 を 表 明 し た 。 ツ ァ ー リ 政 府

は 、 プ リ ア ム ー リ エ 地 域 を 攻 撃 す る た め の 基 地 に な り う る 朝 鮮 と 南 満 州 に

た い す る 日 本 の 奪 取 を 許 す ま い と し て 、 積 極 的 に 行 動 す る よ う 決 定 し た 。

　 イ ギ リ ス ・ ア メ リ カ は 商 工 業 上 の 機 会 均 等 と 門 戸 開 放 を 掲 げ て 北 清 市 場

を う か が い 、 ロ シ ア の 排 地 独 占 的 な 支 配 と 対 立 し た 。 特 に 、 １ ９ ０ １ 年 ９

月 に 就 任 し た セ オ ド ア ・ ル ー ズ ベ ル ト 大 統 領 が 採 用 し た 積 極 外 交 は 、 や や

遅 れ て 中 国 分 割 に 参 加 し た ア メ リ カ の 姿 勢 を 強 硬 に し た 。 日 本 は 、 こ の イ

ギ リ ス ・ ア メ リ カ 路 線 に 追 随 し な が ら も 、 実 は そ れ 以 上 の イ ギ リ ス ・ ア メ

リ カ の 介 入 を 望 ま な か っ た 。 な ぜ な ら ば 、 イ ギ リ ス ・ ア メ リ カ 基 調 の 門 戸

開 放 が 実 現 す れ ば 、 そ の 資 本 力 を も っ て 市 場 を 掌 握 し 、 日 本 の 進 出 が 抑 え

ら れ る こ と が 予 想 さ れ た か ら で あ る 。 日 本 に と っ て 必 要 な も の は 、 ま ず 韓

国 の 保 護 国 化 を ロ シ ア に 承 認 さ せ 、 満 州 に 進 出 の 足 場 を つ く る こ と で あ っ

た。

そ の 方 針 に し た が っ て 、 １ ９ ０ ２ 年 ４ 月 に 締 結 さ れ た 「 満 州 還 付 協 約 」

に よ っ て 、 ロ シ ア 軍 の 東 三 省 、 黒 竜 江 省 ・ 吉 林 省 ・ 盛 京 省 か ら の 撤 兵 計 画

が 決 定 す る と 、 日 本 政 府 は 、「 北 清 事 変 講 和 議 定 書 」 に 規 定 さ れ た 権 利 を 使
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い、「 日 清 通 商 条 約 」 改 訂 交 渉 を 開 始 し た 。 改 訂 目 標 は 、 満 州 に お け る 開 市

開 港 場 の 設 定 や 内 河 航 行 権 を 通 じ て 、 経 済 活 動 の 範 囲 と 条 件 を 拡 大 し 、 ロ

シ ア の 貿 易 独 占 に 対 抗 し よ う 、 と い う と こ ろ に あ っ た 。 戦 争 の 危 機 は し だ

いに深まっていた。

３　日露戦争後の日露交渉

１ ９ ０ ４ 年 ８ 月 、 日 露 戦 争 が 開 戦 し 、 激 戦 の 末 海 軍 が 日 本 海 で 勝 っ た こ

と に よ り 日 本 軍 の 勝 利 と な っ た 。

１ ９ ０ ５ 年 ５ 月 、 日 本 か ら の 申 し 入 れ に 対 し て 、 ル ー ズ ベ ル ト 大 統 領 は

「 満 州 に お い て 門 戸 開 放 を 維 持 し 、 満 州 を 中 国 に か え す 」 と い う 条 件 で 調

停 を ひ き う け る こ と に な っ た 。「 門 戸 開 放 」 と は 、 ア メ リ カ も わ け ま え を も

ら い た い と い う こ と で あ り 、 こ こ に も す で に 、 ア メ リ カ の 本 心 が の ぞ い て

いた。

６ 月 ９ 日 、 ル ー ズ ベ ル ト の 正 式 な 講 和 勧 告 文 が 日 露 両 国 に 示 さ れ た 。 日

本 は た だ ち に そ れ を 受 諾 し 、 ロ シ ア も そ れ を 受 け て 講 和 会 議 が 開 か れ る こ

と に な っ た 。 日 本 側 の 全 権 大 使 に は 外 相 小 村 寿 太 郎 が 、 ロ シ ア 側 か ら は 蔵

相 の ウ イ ッ テ が 選 ば れ た 。

日 本 政 府 の 首 脳 部 は 、 す で に そ の 年 の ４ 月 ２ １ 日 、 き た る べ き 講 和 の 条

件 と し て 、 つ ぎ の よ う な こ と を き め て い た 。 ま ず 、 ゆ ず る こ と の で き な い

絶対的必要条件として

＊ 韓国を日本の自由処分にまかすこと

＊ 日露両軍は満州から撤兵すること

＊ 遼東半島の借受権利と東清鉄道のハルビン支線を日本にゆずること

そ の ほ か ４ 箇 条 の 希 望 条 件 も あ っ た 。

こ こ に は 、 前 年 ７ 月 に 、 小 村 外 相 が ま と め た と き に 、 最 初 に あ っ た 賠 償

と い う 条 件 は 、 絶 対 的 必 要 条 件 か ら 消 え て い た 。 ロ シ ア が 「 こ こ に は 戦 勝

国 は な く 、 し た が っ て 戦 敗 国 も な い 」 と い う 態 度 で あ り 、 賠 償 金 を 要 求 す

る と 、 交 渉 が ま と ま ら な い と い う こ と を 日 本 政 府 は 知 っ て い た か ら で あ る 。

　 講 和 会 議 は ８ 月 １ ０ 日 か ら 、 ボ ス ト ン の 東 北 に あ る 軍 港 ポ ー ツ マ ス で 開

か れ る こ と に な っ た 。 こ こ は 人 口 が 少 な く 人 の 出 入 り が な く 、 会 議 の 秘 密

を た も ち 、 講 和 委 員 の 安 全 の た め に も 便 利 た か ら で あ る 。 日 本 側 は 、 第 １

回 会 議 に １ ２ 条 の 条 件 を 提 出 し た 。 ４ 月 ２ １ 日 に き め ら れ た 絶 対 的 必 要 条

件 の ほ か に 、 軍 費 を し は ら う こ と 、 樺 太 を ゆ ず る こ と な ど が ふ く ま れ て い

た 。 日 本 は ル ー ズ ベ ル ト か ら 暗 示 を 受 け ７ 月 に 、 樺 太 を 占 領 し て い た 。 講
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和 に あ た っ て の 条 件 を 有 利 に す る た め で あ る 。

日 本 の 絶 対 的 必 要 条 件 は 、 ハ ル ビ ン － 旅 順 間 の 希 望 が 長 春 － 旅 順 間 と な

っ た の を の ぞ い て 、 だ い た い 認 め ら れ た 。 し か し 、 予 想 さ れ た と お り 賠 償

と樺太の領土問題では難航した。ウイッテは強硬だったし、ロシア政府も、

満 州 に 精 鋭 部 隊 を 送 っ て い る 自 信 か ら 、「 日 本 は け し か ら ん 、 ロ シ ア を 敗 戦

国 と し て あ つ か っ て い る 。 １ イ ン チ の 土 地 も １ ル ー ブ ル の 金 も 日 本 に あ た

え て は な ら な い 」 と 、 ウ イ ッ テ に 指 令 し て き て い た 。

ウ イ ッ テ は 、 交 渉 が ま と ま ら な け れ ば 、 い つ で も 本 国 に 引 き 上 げ る か ま

え を 示 し た 。 会 議 は ８ 月 ２ ６ 日 に は 決 裂 し そ う に な り 、 小 村 も 帰 国 す る 準

備をした。しかし、賠償や領土問題にあまり力をいれると、日本は、金や、

領 土 を と る た め に 戦 っ た の か と 非 難 さ れ る 。 し か も 、 日 本 は 、 こ れ 以 上 戦

争 は つ づ け ら れ な い 。 日 本 の 立 場 は 苦 し く な っ た 。

　 日 本 政 府 は 、 ８ 月 ２ ８ 日 、 賠 償 金 と 樺 太 を も ら お う と い う 要 求 を す て て

も 、 こ の 際 、 講 和 を む す ば な け れ ば な ら な い と い う 命 令 を た し た 。 小 村 は

これを受け、「 こ ん な こ と だ ろ う と 思 っ た 」 と 暗 い 表 情 を 示 し た 。 た だ し 、

樺 太 は 、 半 分 だ け な ら ば 日 本 に ゆ ず っ て も よ い と い う ロ シ ア 側 の 意 向 が 、

あ る 筋 （ イ ギ リ ス ） か ら 伝 え ら れ た の で 、 日 本 は ね ば っ て 、 樺 太 南 部 だ け

は や っ と 日 本 の も の に す る こ と が 出 来 た 。 ９ 月 ５ 日 、 講 和 条 約 が 調 印 さ れ

た。

　 こ の 条 約 に よ っ て 、 ロ シ ア は 、 日 本 が 韓 国 で 政 治 上 ・ 軍 事 上 ・ 経 済 上 の

利 益 を も つ こ と を 承 認 し 、 日 本 が 必 要 と 認 め た ら 、 韓 国 を 指 導 ・ 保 護 ・ 監

理 し て も 、 ロ シ ア は そ れ を さ ま た げ な い と い う こ と を 約 束 し た 。 し か し 、

賠 償 の 要 求 は と り さ げ 、 樺 太 も 南 半 分 に き り さ げ る な ど 、 ま さ か と 思 う ほ

ど 日 本 が 譲 歩 し た の で 、 ウ イ ッ テ は 、 喜 び を か く す こ と は で き な か っ た 。

も し 、 勝 利 者 と し て の 日 本 の 要 求 が 、 敗 戦 国 で あ る こ と を 承 認 し な い ロ

シ ア に よ っ て 拒 否 さ れ な か っ た と し た ら 、 現 在 の 状 態 は ど う な っ た の か 予

想 す る こ と が 難 し い で あ る 。 何 と い っ て も 日 露 戦 争 で は 、 日 本 が 軍 事 面 で

勝 っ た が 、 外 交 面 で は ロ シ ア の 完 全 な 勝 利 で あ っ た 。

日 清 ・ 日 露 の 二 つ の 対 外 戦 争 を へ る こ と に よ っ て 、 日 本 の 政 治 も イ デ オ

ロ ギ ー 状 況 も 大 き く 変 化 し た 。 そ の 変 化 の う ち 最 た る も の が 、 政 界 に お け

る 軍 部 の 地 位 上 昇 、 公 教 育 を 通 じ て の 大 国 主 義 イ デ オ ロ ギ ー の 社 会 的 浸 透

である。

日 清 戦 争 を ひ き つ づ く 日 露 戦 争 に 勝 利 す る こ と に よ っ て 、 以 後 、 日 本 は

世 界 の 列 強 と の 軍 拡 競 争 に 参 加 し 、 経 済 力 と は 不 釣 り 合 い な 軍 事 力 を 有 す

る 軍 国 主 義 大 国 と な っ て い く 。 日 露 戦 争 の 勝 利 は 、 膨 大 な 犠 牲 に も か か わ
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ら ず 陸 海 軍 に た い す る 国 民 の 信 頼 感 を 確 固 た る も の に し 、 ま た 戦 後 の 軍 事

大 国 化 は 、 日 本 社 会 に お け る 軍 人 の 地 位 を 上 昇 さ せ 、 陸 海 軍 に 政 治 勢 力 と

し て 大 き な 発 言 権 を 保 持 さ せ る こ と と な る 。 ま た 、 公 教 育 に た い す る 軍 の

発 言 力 も 戦 争 を 通 じ て 飛 躍 的 に 高 ま る 。 総 じ て 日 露 戦 争 を 契 機 に 、 日 本 に

お け る 政 治 と 軍 事 の 関 係 は 、 本 来 の 政 治 の 一 部 と し て 軍 事 と い う あ り 方 か

ら 軍 事 が 政 治 を ひ き ず る 転 倒 し た も の へ と 変 化 し て い く 。

１ ９ ０ ７ 年 、 軍 部 主 導 の も と に 決 定 さ れ た 「 定 刻 国 防 方 針 」 は 、 西 政 軍

関 係 変 質 の 一 つ の 指 標 と い え る 。「帝国国防方針」は、ロシアからアメリカ・

ド イ ツ ・ フ ラ ン ス を 順 位 づ け て 仮 想 敵 国 と し 、 同 時 に 策 定 さ れ た 「 国 防 所

要兵力」は陸軍＝常設二五個師団、海軍＝戦艦八隻・装甲巡洋艦八隻とし、

今 後 の 軍 事 力 整 備 の 基 準 と な っ た 。 外 交 ・ 財 政 を も 規 定 す る 国 家 の 基 本 政

策 で あ る 国 防 政 策 に 方 針 を 、 政 府 で は な く 軍 部 が 提 起 し 、 し か も 天 皇 の 裁

可 を と り つ け て オ ー ソ ラ イ ズ す る と い う 方 法 が は じ め て と ら れ た 。 軍 部 が

政 府 を 飛 び 越 し て 天 皇 の 権 威 を 背 景 に 国 政 を 左 右 す る 重 要 方 針 を 決 定 す る

と い う 先 例 が 開 か れ 、 以 後 、 社 会 全 体 の 平 営 化 を 進 め る 原 動 力 と な っ て い

く 。 日 露 戦 争 は 、 近 代 日 本 が 、 軍 事 大 国 へ と つ き す す む 決 定 的 転 換 点 と な

ったのである。

４　おわりに 　

日 露 戦 争 で の 日 本 の 勝 利 は 、 人 類 差 別 を 前 提 と し た 欧 米 中 心 の 世 界 秩 序

に た い す る 挑 戦 と な っ た 。 そ れ は 、 ロ シ ア が 白 人 の 大 国 で あ り 、 日 本 が 黄

色 人 の ア ジ ア の 小 国 だ っ た か ら で あ る 。 有 色 人 が 白 人 に 勝 利 し た の は 、 コ

ロ ン ブ ス の 新 大 陸 発 見 以 来 の 歴 史 の 中 で 、 初 め て の こ と だ っ た 。

欧 米 の 植 民 地 支 配 に あ っ た 諸 民 族 （ 中 国 や イ ン ド 、 西 ア ジ ア 等 ） の 独 立

運 動 は 、 日 露 戦 争 を 境 に し て 初 め て 有 効 な 形 を な し て く る 。 そ れ は 、 彼 ら

が 有 色 人 も 白 色 人 を 打 ち 負 か す こ と が で き る と い う ナ シ ョ ナ リ ズ ム に 目 覚

めたからである。
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