
2023 年度ロシア・東欧学会研究⼤会⾃由論題報告要旨 
 
11 ⽉ 4 ⽇（⼟） 
分科会１ 
報告１：上村正之（北海道⼤学・院） 「ベリンスキーのウクライナ観とゴーゴリ、シェフ
チェンコ評価の関係」 
 
ヴィッサリオン・ベリンスキーは、その後の 19 世紀ロシア⽂学を⽅向付けたと評される批
評家であった。彼がウクライナ出⾝でロシア語により創作したゴーゴリを⾼く評価し、シェ
フチェンコに代表される 1840 年代のウクライナ⽂学に対して否定的であった事実はよく知
られている。本報告では、第⼀にベリンスキーのウクライナ観を同時代の他の批評家に照ら
して相対化し、第⼆に彼の「リアリズム」批評が彼個⼈のロシアならびにウクライナ観と深
い関係にあることを⽰す。19 世紀前半はロマン主義的な⺠族性の探求の結果、ウクライナ
⽂化はロシアと敵対するのではなく、後者を補うものとして好意的に受容された。同時に、
当時のロシアの「ウクライナ趣味」が東スラブ⺠族の⼀体化を唱えるナショナリズムの源泉
となった側⾯もあり、近年は批判的検討を迫られている。1840 年代のベリンスキーの美学
とイデオロギーは、ロシアの⼤国的・帝国的な意識の表れとして解釈できる。 
 
報告２：杉野ゆり（京都⼤学・院）「1829 年のプーシキンのコーカサス旅⾏に関する作品に
ついて：『⻘銅の騎⼠』研究の視点から」 
 

プーシキンは 1829 年夏のコーカサス旅⾏でデカブリストたちと会い、また⼭岳⾵景を描
いた『コーカサス』や『カズベクの僧院』など⼀連の抒情詩や詩の断⽚を残し、旅⾏記『1829
年の遠征時のエルズルム紀⾏』を 1835年に公刊している。これらの作品には、デルジャー
ヴィンの頌詩『瀑布』やデカブリストたちの詩への想起、聖書から取られたモチーフ、地獄
と天国を念頭に置いた『神曲』の世界の構造的特徴などが存在する。このような想起や特徴
は、将来の叙事詩的⼤作『⻘銅の騎⼠』の作品構想に関わる重要な構成要素の萌芽である。
本発表では、これまでの『⻘銅の騎⼠』研究をふまえて、コーカサス旅⾏に関する詩作品お
よび『エルズルム紀⾏』のテクストから、後の『⻘銅の騎⼠』で発展的に使われる諸要素を
取り出して関係性を明らかにし、コーカサス旅⾏が同叙事詩創作のための準備段階の役割
を担っていたことを考察したい。 
 
報告３：⽥村太（京都⼤学・院）テロルの機構──ストルィピン期の政治暴⼒の変容とロー
プシン『蒼ざめた⾺』 
 

ロシア⽂化史において「銀の時代」は、芸術⽂化が著しく開花した反⾯、テロル（要⼈暗



殺）に象徴される政治暴⼒が広範に発⽣し、⽂学や思想の領域で「暴⼒」をめぐる様々な思
索がなされた時期である。ただし⼀⼝にテロルと⾔っても、ストルィピン期においてテロル
には 2 つのモデルが存在した。ひとつは戦闘員／⾮戦闘員、標的／無関係な⼈びとの線引
きが明確になされている伝統的な暗殺である。いまひとつはそうした境界線が曖昧なもの、
あるいは意図的に消去して多数の犠牲者を⽣むことが企図されているものである。こうし
た史実を踏まえて報告者がとりあげたいのは、「ロープシン」の筆名のもと、エスエル党戦
闘組織の副リーダーであったボリス・サヴィンコフ（1879-1925）によって書かれた⼩説『蒼
ざめた⾺』（1909）である。本報告では、ストルィピン期のテロルの多様化・重層化を整理
しつつ、主⼈公のその時々の欲望が⾃らの「敵」を恒久的に創り出すという、テロルの⾃⼰
循環的な構造に考察を加えたい。 
 
分科会２（Economy and Society of Russia in a Modern Era） 
報告１：Tamara Litvinenko（Institute of Geography, RAS, Moscow/ Doshisha University）  

”Population Dynamics and Its Factors: Ethnicity and Regional Characteristics in the Sakha Republic 

(Yakutia)”  

 

In Sakha (Yakutia), the total population has been declining since the collapse of the Soviet 

Union. However, what should be noted is that this decline has been relatively small due to the high 

proportion of indigenous people, who historically prefer to live in nearby areas. In addition, districts 

with preferable industry or transport facilities also seemed to be comparatively successful in 

maintaining their population level. The existence of resource mining industry which is not depending 

on military activities, as well as high accessibility of the districts to the republican capital, Yakutsk, 

obviously affect population dynamics of each district positively. 

The purpose of this study is to identify the characteristics and inter-district differences in the 

demographic dynamics of the Republic of Sakha (Yakutia) and the factors that determine them. We 

complemented the perspectives of previous studies, which seemed to be lacking, by identifying 

differences in the demography of each district that arise in relation to geographic location, ethnic 

factors, and types of economic activity each district specializes in. In particular, the factors of ethnic 

composition are explicitly and quantitatively examined. 

By regression analyses, the relationship between ethnic composition in three rounds of 

population census and the rate of population growth during the period following each census has been 

identified at the municipal unit level. At the beginning of the 1990s, the share of indigenous people 

explained more than half of the population growth/decrease in the districts and the higher percentage 

share of it contributed to population stability. However, the explanatory power of this factor weakened 

over time, once the economy began to show stable growth.  



By cluster analyses of municipalities, factors, other than ethnic, affecting the districts’ 

different dynamics have been revealed. In the 2000s, the influence of economic factors and 

geographical and transport conditions became critical. Even though indigenous people had a high 

percentage share, if the districts were located in northern and remote places with poor transport 

accessibility, they showed a population decrease. On the contrary, districts with a large indigenous 

population located close to the republic’s core, Yakutsk, recorded large population growth. 

 
報告２：Irina Korgun（Institute of Economics, RAS Moscow/Hankuk University of Foreign 

Studies, Seoul, South Korea）”E-commerce in Russia”  

 

This presentation is part of a broader project ‘Digital trade between Korea and the EU: 

implications for Russia’, supported by the Korea Foundation grant. The presentation aims to give an 

overview of major trends in e-commerce development in Russia in terms of annual volume, major 

players, prosects, impact of e-commerce on customer behavior, challenges for national economic 

development. This overview constitutes an important part of the project as it will allow to study 

peculiarities of Russia’s ecommerce market for thinking about how to find synergies for cross-border 

e-commerce with other countries in the future. 

Digitalization of national economies is an irreversible trend that reshapes all spheres of 

human activity and e-commerce plays a big role in this process. In Russia, approximately 70 mln 

people are using ecommerce. As the country was hit by the Western sanctions, online trade has a 

acquired an additional dimension as it presented opportunities for local marketplaces to expand their 

presence and, thus, to mitigate an impact of withdrawal of western brands on the Russian retail sector. 

As physical stores started to close customers turned to online shopping. In 2022, volume of national 

ecommerce increased 38% to 5,7 trln rub making up 11.6% of domestic retail sales. It is expected to 

keep the pace over next two years.  

Because ecommerce is part of a broader digital ecosystem, its growth puts pressure other 

elements of that ecosystem to make sure that customers have a seamless online shopping experience. 

Payment service providers, IT companies, software developers, logistics operators are challenged to 

adapt to new and rapidly changing market conditions.  

Growing importance of ecommerce for provision of goods and services raises important 

questions concerning regional development. Vast space, inter-regional differences in infrastructure 

development, unequal access to internet and varying levels of digital literacy represent serious 

bottlenecks both for the sector and for governments. Solutions found for these problems will also 

determine how well Russian ecommerce market could be integrated into global digital trade so that 

benefits of international trade are not limited to certain groups.  

 



報告３：Kazuhiro Kumo（Institute of Economic Research, Hitosubashi University） 

“Fertility in Russia: A Re-examination Using Microdata” 

 

Fertility in advanced countries are known to be low, and it is also known that so-called 

Eastern European and Central European countries experienced rapid drops in their fertility from the 

beginning of the systemic transformation in 1989-1991, and then a long period of consistently low 

birth rates. Among these countries, Russia, which faced a population crisis, attracted a lot of attention. 

However, in Russia this trend came to a halt in 1999–2000 and the TFR turned upward. It then climbed 

more or less continuously, and in 2015 reached its highest level (1.77) since the collapse of the Soviet 

Union. It then started to fall again, dropping for four straight years from 2016 onwards, such that in 

2019 the TFR was back to the same level (1.50) it had been in 2008, a decade earlier. 

Regarding investigation of Russia’s fertility, which has exhibited such tumultuous changes, 

it is still difficult to say that it has been adequate compared with developments in birth-rate research 

in the West. It has to be pointed out that such analysis in the West and Russia itself remains limited in 

terms of quantity. Iwasaki and Kumo (2020) employed regional data to demonstrate that growth in the 

total output of a region has a significant impact on changes in the birth rate. However, a number or 

previous studies show that economic factors such as household income levels have not affected the 

trend with the birth rate in Russia.  

The trend with macroeconomic dynamics and that with the birth rate are seen to match each 

other, but it remains unclear whether this is indicative of a cause-effect relationship. On the other hand, 

almost 30 years has passed since the start of the systemic transformation, and microdata that allows 

analysis to be performed has been accumulated, so it can be said that enough time has passed for us to 

revisit the research that has been conducted up to now. With such circumstances in the background, 

this paper attempts to pick out factors that determine childbirth probability in Russia, and its focus is 

the investigation of economic conditions such as household incomes and wage levels of women. 

 

11 ⽉ 5⽇（⽇） 
分科会３（東欧の歴史） 
報告１：新井陽⼤（早稲⽥⼤学）「19 世紀末ガリツィア東部におけるポーランド同化ユダヤ
⼈の⾃⼰認識」 

 
中近世ならびに 20 世紀初頭のハプスブルク君主国ガリツィアにおけるユダヤ⼈・ポーラ

ンド⼈・ウクライナ⼈（ルテニア⼈）の三者関係については、すでに野村真理による⼀連の
著作で明らかにされているが、「反ユダヤ主義の被害者」としての在り⽅に限定しない「ユ
ダヤ⼈」内部の多様性を検討する余地がある。そこで本報告では、19 世紀末ガリツィア東
部においてポーランド⼈への「同化」を主体的に選択したユダヤ⼈に着⽬する。ポーランド



同化ユダヤ⼈組織の発⾏した新聞『祖国 Ojczyzna』を⽤いて、宗教とネイションのどちら
にも還元しがたい同化ユダヤ⼈の⾃⼰認識に焦点を当てる。ドイツ啓蒙思想を基盤としな
がらも、中近世ポーランド・リトアニア共和国の歴史とユダヤ史との接合を図ることで「同
化」を妥当な⽣存戦略とみなした同化ユダヤ⼈の内在的論理に迫り、世紀転換期の帝国とい
う場が可能にした包摂・排除の多層的な機制の⼀端を提⽰する。 
 
報告２：⼩森宏美（早稲⽥⼤学）「ペレストロイカ期エストニアにおける⺠族／国家象徴を
めぐる議論」 
 
ペレストロイカ期に連邦構成共和国で⽣じた多様な動きのうち、共和国⾃⽴化という観

点から牽引役を果たしたのはバルト三共和国であったと⾔って良いだろう。この時期に共
和国内で繰り広げられた多様な論点をめぐる議論の先鋭化と、連邦中央との関係について
は、塩川伸明『国家の解体』（2021）で詳細に議論されている。これにより、共和国側の資
料を利⽤した検討の必要はますます要求されていると⾔える。本報告では、従来、相対的に
研究上の関⼼の弱かった共和国共産党内の議論について、共和国最⾼会議幹部会等のアー
カイブ資料を⽤いて整理を⾏う。具体的には、伝統的三⾊旗（現在のエストニアの国旗）を
⺠族の象徴とすることを定めた 1988 年 6⽉ 23⽇の共和国最⾼会議幹部会令について、幹
部会等での議論の詳細を⾒る。この作業を通じて、共和国内での当時の議論の⽅向性と論点
を確認し、共産党改⾰派と⽬される政治家らの現状認識と⾒通しに迫る。 
 
報告３：宇野真佑⼦（東京⼤学・院）「1990 年代前半のクロアチアにおけるセルビア⼈の第
⼆次世界⼤戦の記憶をめぐる政治」 
 
 1990 年代の紛争中のクロアチアでは、分離主義を唱えたセルビアナショナリストが⾃⾝
の正当性の主張のため、第⼆次世界⼤戦中の「クロアチア独⽴国」でのセルビア⼈虐殺の記
憶を利⽤したことが知られている。しかし当時の同国のセルビア⼈は⼀枚岩ではなく、分離
主義者を批判してクロアチアの領⼟的⼀体性を⽀持した勢⼒（以下穏健派）も存在した。穏
健派セルビア⼈は 90 年代から今⽇まで同国での記憶をめぐる政治の主要なアクターでもあ
るにもかかわらず、紛争中に彼らが分離主義を批判したり⺠族的権利を要求する際に第⼆
次世界⼤戦の記憶をどのように参照したのかに関してはほとんど研究がない。本報告はセ
ルビア⼈団体の機関誌などを史料に⽤いて、穏健派勢⼒は分離主義勢⼒とは異なり反ファ
シズム闘争における両⺠族の「共闘」を強調したこと、また当時のクロアチア政府の記憶政
策を両⺠族間の信頼を脅かすものとして批判したことを明らかにする。 
 
分科会４（ロシア・ウクライナ危機は北極域にどのような変化をもたらしているか？） 
報告１：⼤⻄富⼠夫（北海道⼤学）「加速する観測の海から地政学の海への移⾏：ロシア・



ウクライナ戦争の北極国際政治への影響」 
 
 本報告は、ロシアによるウクライナ侵攻が北極海をめぐる国際政治に及ぼしている影響
をガバナンス、安全保障、地政学の側⾯から考察する。従来、北極海は１）世界中の国々が
国際協⼒を通じて科学観測が⾏われている「観測の海」としての性格と２）資源開発・シー
レーン・主権の⾏使を重視する「地政学の海」としての性格が表裏⼀体の関係にあり、時代
によってその表裏が⼊れ替わってきた。北極海の海氷⾯積が縮⼩傾向にある中、ロシア観測
船が⾃国の国旗を北極海の海底に設置して話題を呼んだ 2007年以降、同海は地政学の海と
しての性格を強めてきた。ロシアがウクライナに武⼒侵攻して以降、北極圏ガバナンスの中
⼼的存在であった北極評議会の活動が停⽌し、また、スウェーデン及びフィンランドが
NATO 加盟申請を⾏い、後者が既に加盟国となるなど安全保障環境が変容しつつあり、北
極海では観測の海から地政学の海への移⾏が加速している。 
 
報告２：⽥畑伸⼀郎（北海道⼤学）「ロシアの北極域経済開発に対するウクライナ侵攻の影
響」 
 

2022 年 2 ⽉まで、ロシアの北極域開発は、⽯油・ガスと北極海航路を軸に進められてき
た。これには、⽇本を含む⻄側諸国も積極的に関与してきた。しかし、ロシアによるウクラ
イナ侵攻とそれに対する⻄側諸国による経済制裁は、このような開発戦略を根底からひっ
くり返すものとなった。ロシア経済が⻄側世界と分断され、⻄側諸国がロシアから⽯油・ガ
スを輸⼊しなくなれば、これまでの原油・LNG⽣産は維持されるとしても、今後ロシアが
北極域で⽯油・ガスを開発する必要性や可能性は⼤きく減退すると考えられる。本報告では、
2022 年以降の北極域における⽯油・ガス⽣産と北極海航路の実績を分析し、このような状
況下で、ロシアの北極域開発政策・戦略にどのような変化が⽣じているかを検討する。特に
2022 年 8 ⽉に採択された新しい北極海航路開発計画に着⽬する。また、ロシアの北極域の
経済状況について分析し、特にサハ共和国において 2022 年以降、経済⾯で何らかの変化が
⽣じているかを検討する。このような検討結果を踏まえて、ロシアの北極域経済開発の今後
の⾒通しについても考察する。 
 
報告３：徳永昌弘（関⻄⼤学商学部）「増幅する北極資源開発パラドクス：アークティック
LNG 2 プロジェクトを中⼼に」 
 
 本報告では、「パラドクスのアリーナとしての北極域」という観点から、⽇系企業も深く
関与するアークティック LNG-2 プロジェクト（ロシア）の現状を分析する。Rystad Energy
という⽶国の団体がまとめたレポートによると、⽇系企業は約 400 か所に及ぶ⽣産施設を
在外ガス⽥に有し、全世界のガス開発関連資産の 3 割弱を占めるという。アークティック



LNG-2 プロジェクトは、その⼀つであり、新規開発の LNG プロジェクトとしては世界最
⼤級の⽣産規模を誇る。LNGの輸⼊者ではなく、その⽣産者もしくは投資者としての視点
で捉えると、本プロジェクトは⾮常に興味深い研究対象である。第⼀に、北極域をめぐる最
⼤のパラドクスともいえる開発と環境の観点では、脱炭素時代における化⽯資源開発への
事業投資の妥当性を検証しうる有益な事例であろう。第⼆に、ロシアとの領⼟交渉を有利に
進めたい⾸相官邸の思惑に乗せられて、⺠間企業の投資決定過程に「歪み」が⽣じたという
点でも、看過できないパラドクスが存在している。第三に、本プロジェクトは対ロ経済制裁
という逆⾵下で進められており、化⽯資源の脱ロシア化が叫ばれる中で進⾏中の⽇ロエネ
ルギー協⼒という意味で、北極域をめぐるパラドクスは新たなリスクを⽣みながら増幅し
ている。 
 
分科会５（⽇本とソ連） 
報告１：メスロピャン・メリネ（東北⼤学）「20 世紀初頭の⽇本とアルメニア難⺠」 

 
今⽇、⽇本は厳しい難⺠政策で知られている。ウクライナ戦争の勃発後、⽇本はウクライ

ナ侵攻により避難を⽬的として来⽇した多くの⼈々を受け⼊れた。しかし、彼らに対して
「難⺠」ではなく、「避難⺠」という⽤語が⽤いられるようになった。 

⽇本の難⺠政策は昔から厳しかったのでだろうか。第⼀次世界⼤戦中の⽇本はどのよう
な移⺠政策があったのだろうか。それに関する歴史的研究は少なく、第⼀次世界⼤戦中の⽇
本の移⺠に対する扱いについては、まだ解明されていないことが多い。本報告は、難⺠に関
する国際条約が存在しなかった 100 年前の⽇本で処理されたアルメニア難⺠の事例に焦点
を当てることによって、難⺠の歴史の分野に光を当てることを⽬的としている。まず、⽇本
の移⺠史について説明し、現在の「ウクライナ避難⺠」と「アルメニア避難⺠」の「避難⺠」
の違いについて分析を試みる。次に、難⺠の旅券を分析し、難⺠の⽇本での滞在期間を把握
した上で、外交史料をもとに分析する。最後に、難⺠の⼦孫から⼊⼿した家族公⽂書の資料
や新聞記事に基づいて、⽇本で⾒聞したことについてまとめる。 
 
報告２：岩倉洸（⿓⾕⼤学）「アゼルバイジャンの多⽂化主義的ソフト・パワーと⽇本―多
⽂化主義プロジェクトの事例から」 
 
従来旧ソ連地域では様々なソフト・パワー的政策が採られてきたが、近年⾃国の「多⽂ 

化主義」や「寛容」を宣伝をするソフト・パワー的政策も⾒られるようになった。特に、
アゼルバイジャンでは欧⽶諸国や旧ソ連地域のみならず、⽇本も対象に含めたソフト・パ
ワー的な政策に取り組んできた。中でも政府が重視してきたのは「多⽂化主義」宣伝であ
る。政府は世界各地の⾼等教育機関でアゼルバイジャンの多⽂化主義講義プロジェクトを
実施し、⾃国の価値観を浸透させようとしている。このことは、芸術、スポーツ、科学技



術が重視されてきた旧ソ連地域のソフト・パワーを⾒るうえで重要な現象であろう。そこ
で本発表ではアゼルバイジャンの官製 NPOが主催している「アゼルバイジャンの多⽂化
主義プロジェクト」の⽇本での活動と⽇本⼈の受容を、センター資料、インタビュー、参
与観察を通じて明らかにする。これにより、旧ソ連地域で近年⾏われている「多⽂化主
義」や「寛容」を中⼼としたソフト・パワー政策の実態や意義を明らかにし、⽇本⾃⾝の
他国からの価値観の浸透への対応も⽰していく。 
 
報告３：ルキアンセワ・ポリナ（京都⼤学・院）「⽇露家族における家庭内暴⼒につい
て：感情的、強制的、経済的な虐待を中⼼に」(Cultural Dynamics and Domestic Abuse in 
International Households: A Comprehensive Study on Emotional, Coercive, and Economic 
Abuse in International Households in Japan) 
 
 本研究の⽬的は、⽇本⼈とロシア⼈の間の国際的な家族内における⼼理的虐待、強制⾏
為、および経済的虐待の調査とその考察である。質的および量的な分析⼿法を採⽤する。
質的アプローチでは、記述統計的⼿法と批判的なディスコース分析を適⽤したうえで、歴
史的な⽂脈の分析、国家統計、参加者の観察、オンラインのオープンエンドの質問票
(open ended questions)、インタビュー、事例研究、インタビュー調査⽅法、個⼈⾯接、お
よび批判的なディスコース分析も取り⼊れられる。量的アプローチでは、スノーボールサ
ンプリングおよびクォータサンプリング(quota sampling)を⽤いる。アンケート調査、ま
たインタビューは、家庭の特徴、⽂化的特徴、⽇本社会における⼥性と男性のジェンダー
への態度、虐待と暴⼒に関する態度などに焦点を当てて⾏われ、家庭内暴⼒や虐待の原因
など、様々な側⾯に関する情報を収集することも⽬的とされる。データ収集には、個別の
インタビューの録⾳およびアンケートデータも含まれる。個⼈⾯接は、参加者のプライバ
シーの保護のため、オンラインで Zoomを使⽤し、カメラをオフにした形で⾏われる。⾯
接の機密保持には主導的なアプローチ(dominant approach)が採⽤される。以上のようなデ
ータに基づいて、本研究では紛争や争いの要因を特定し、⾯接で得られた事例に基づいて
虐待を説明・分析する。 
 
分科会６（ウクライナとともに再編される宗教と政治） 
報告１：神原ゆうこ（北九州市⽴⼤学）「ギリシア・カトリックがつなぐウクライナとスロ
ヴァキア：⽀援と信仰をてがかりに」 
  

ギリシア・カトリック（合同教会・東⽅典礼カトリック）は⻄ウクライナ、およびポーラ
ンド南東部、スロヴァキア東部、ハンガリー北東部、ルーマニア北⻄部などに広がりを持つ
宗教である。本報告では、ウクライナ危機以降、スロヴァキアのギリシア・カトリックが⾏
ってきたウクライナ⽀援に注⽬する。ギリシア・カトリックは、スロヴァキアでもウクライ



ナでも社会主義時代は禁⽌された宗派であり、体制転換後復活した。共有される宗教の復興
経験と、⽀援活動を通じたつながりを通して、不安定なウクライナ情勢下における宗教者の
活動を考察したい。なお、ウクライナのギリシア・カトリックはオーストリア領だったガリ
ツィアと、ハンガリー領だったザカルパッチャでは、歴史的経緯が異なるため、現在でもザ
カルパッチャのギリシア・カトリックはウクライナのギリシア・カトリックから半独⽴状態
にある。本報告ではスロヴァキアと縁が深いザカルパッチャのギリシア・カトリックに焦点
を絞る。 
 
報告２：⾼橋沙奈美（九州⼤学）「ウクライナ避難⺠と正教会：牧会と社会⽀援を軸に」 
 

本報告では、欧州におけるウクライナ避難⺠に対する正教会による⽀援について検討す
る。ウクライナには現在、2 つの異なる正教会が存在しているが、国外避難⺠に対して直接
教区を開設できるのは、ウクライナ正教会（Ukrainian Orthodox Church）（ロシア正教会に
よる⾃治権承認）のみである。2019 年に世界総主教が独⽴を与えた新しい正教会（Orthodox 
Church of Ukraine）に対しては、ディアスポラ正教徒は世界総主教の管轄下に属するとい
う理解のもと、国外の教会活動が制限されている。この世界総主教の考え⽅に対して、東⽅
正教の地⽅教会には反発を覚えるものが少なくない。 
ロシアとウクライナの対⽴に伴い、⺠族や国境を越えた信仰共同体の可能性を秘めていた
東⽅正教の世界にはどのような変化が起こったのだろうか。また、ウクライナ避難⺠をめぐ
って、ウクライナ正教会を含む東⽅正教の複数の地⽅正教会はどのような関係を構築して
いるのだろうか。信者集団／避難⺠に対する教会の⼼理的（牧会）、物質的（社会）⽀援は、
教会の公益性を証しする重要な機会であり、これらの活動を通して、上記 2 点の問いにつ
いて検討する。 
 
報告３：井上まどか（清泉⼥⼦⼤学）「従軍チャプレンの制度化をめぐって：2000 年代以降
のロシア連邦を中⼼に」 
 
 いわゆるチャプレンのうち軍属およびその家族の精神的ケアに携わる従軍チャプレンは、
政教関係という視点からも注⽬を集めてきた。欧⽶諸国では、政教分離を掲げる国において
も従軍チャプレンの制度は維持されてきたこともその背景にある。 
 本報告では、ロシアにおけるその歴史を概観したうえで、2000 年代以降のロシア連邦に
おける従軍チャプレンの制度化をめぐる動向を検討する。ソ連解体後のいわゆる伝統宗教
と国家との協⼒・協働関係の展開にあたっては、国防に携わる兵⼠の愛国⼼涵養および規律
化という課題が推進⼒となってきた。従軍チャプレンをめぐる考察は、ロシアの政教関係の
再考に資するものと考える。またその考察は、戦時体制における統治をめぐる諸相について
⽰唆を与えてくれると考える。 



 
分科会７（ロシア政治・経済） 
報告１：鄭 ⽶芝（北海道⼤学・院）”Generations of Russia and Support for Putin: who is 
leaving his nest?” 
 
      Vladimir Putinʼs regime has lasted for two decades since he was elected as the 
president of the Russian Federation for the first time in 2000. Although the regime has been 
known for enjoying high popularity, Putinʼs approval rating has been fluctuating rather than 
consistent, which means that some Russians have changed their assessments of the political 
leader. Focusing on support patterns by generations of Russia, this study aims to reveal the 
different political attitudes between generations by using survey data collected from 2000. 
Finding out which generation has turned away from its leader, especially during recent years 
with significant events like anti-regime protests, COVID-19, and the Ukrainian war, is 
expected to help predict the future of Russia both under and after Putin. 
 
報告２：飯⽥次郎（⿃取⼤学）「ロシアによる対外援助」 
 

本報告では、2000 年代以降に国際協調路線に沿って、体制と規模を拡充してきたロシア
による対外⽀援について、その基本⽅針、重点分野、援助形態、対象国を分析し、対外政策
との関連を考察し、ロシアによる援助が有する多義性を明らかにする。 

2007年に対外援助の基本⽅針を策定し、2008 年に既存組織の統合により中⼼的な実施機
関（ロシア協⼒庁：連邦 CIS・在外同胞・国際⼈道⽀援庁）を設⽴してきたロシアの協調路
線の動きに着⽬する。 

報告の後半では、ロシアの基本的なスタンス（⾃国の利益と各国との「統合」強化のため
に戦略的に援助を活⽤）や、主な⽀援分野（感染症対策、環境、⼈材育成）、対象国（国際
機関への拠出⾦の他、⼆国間では CIS 諸国やアフリカ他）を分析し、国内及び対外政策と
の関連を考察する。 

さらに本報告では、ユーラシア開発銀⾏、ユーラシア経済同盟、上海協⼒機構など、新た
な国際的枠組みを通じた動きも明らかにし、援助形態の多様化についても検討する。 
 
報告３：⿑藤久美⼦（和歌⼭⼤学）「ロシア・旧ソ連諸国における会計基準の国際化とナシ
ョナリズム」 
 
 ソ連邦崩壊後、旧ソ連各国は会計基準の国際化を通じて、外資の導⼊が図られてきた。そ
れは、実情は別として、常に肯定的な意味を持って⾏われてきた。確かにそれによって、外
資は導⼊され、例えば、ロシアの⼤企業は海外株式市場に上場し、収益を上げてきた。 



 ここでは（ウクライナ紛争前まで）を主として対象としながら、ロシア企業の国際会計基
準採⽤に伴う影響を分析し、今後の展望を考える。 
構成は以下のとおりである。 
１．旧ソ連諸国における会計基準国際化の意味 
２．旧ソ連諸国における会計基準国際化の否定的側⾯ 
３．ロシア企業の財務分析 
４．ウクライナ戦争後の会計基準の意味 
５．複式簿記と会計制度 
国際会計基準（国際財務報告基準 IFRS）は何を⽬的としているのか。 
国際会計基準は今後、位置づけは変わるか。 
BRICSの台頭と現在⻄側諸国（主として G７） 
 
 


