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「満洲国」 期に おけ る延辺 （間島）経済

安　　　雄　燮

　 （延辺大学朝鮮問題研究所）

　延辺は 中国朝鮮族 の 民族 区域 自治 州 で 、吉林省東南部一中国 ・朝鮮 ・ロ シ ア 三 国 の 辺覧近海地

帯に あ り、そ の 人 口 ば 、2，154，703人 （1994年末 の 統計）、そ の うち朝鮮 族 が 占め る割合は 、

39，67％ で あ る。土地面積は 4 万 2，700平方 キ ロ メ
ー

ト ル で 、森林地帯が 土地総面積の 80％を占め

て い る。延辺は 上地 が肥 沃 で森林、草原 、水利 、 地 「物資資源 と野生動植物資源が 割合に 豊富 で

あ り、中温帯大陸性気候で 占代か ら人類生存 に 適切 な地帯で あ っ た 。本文で は 、 20世紀延辺経済

発展 の 特徴 、 主 に 傀儡政府満洲国期 に お け る 延 辺経済 の 特徴に つ い て に 検討 し て み た い 。

1、

　20世紀 の 延辺経済は 、清朝末期 、中華民 国 、
「満洲 国 」 と仕会主 義新中国 の 四 つ の 時期を経て 発

展 し て きた ．そ の 中で 、 前三 期は 半封建半植民地 、植民地 社会に お ち い っ た 時期で あ っ た tt日本

軍国主 義は 19世 紀末期 か ら中国 に 対す る侵略を行 っ た。日本は 、延辺 を経済上 の みな らず 、 朝鮮

統治 ヒ、大陸進出上等 の 点か ら極 め て 重要な位置 を 占め る と み な し た の で 、 20世紀初期 に な り、

延辺に 対す る侵略活動を強化 し始め た の で ある。日木軍国卞義は 、 1907年、「間島所属問題が未だ

解決出来て い な い 」、「間島朝鮮人の 生命安全を保護す る一i な どを 口 実に 、中国政府を無視 して 自

在 に 龍井村 に 「朝鮮統監府間島派 出所 1 を 設置 し 、
こ れ を 拠点 と し て 政治経済軍事上 の 侵略活動

を行 っ た。1909年に は 、 清政府 を脅迫 し て い わ ゆ る
一
問島協約 」 を締結 し て 、 治外法権 と主 な都

市に 領事館を 設置す る権利 ま で 獲得 し た だけで な く、 R 本 の 独 占資本 が 延辺 経済の 各分野に わ

た っ て 浸透 して 行 く道を切 り開 い た 。 そ れ で 延辺は 、次 第 に 日本 の 半植民地に 転落 し て し ま っ た

の で ある 。

　20世紀初め 、清朝末期の延辺は 、 封建的土地 所有制を基礎 とす る 自給 自足の 自然経済で あ っ て 、

こ の 経済形態 の 内に で も商品経済は 発展 し、すで に 資本主義が芽ばえ て お り、た とえ外国資本主

義の 影響が な くて も緩慢に資本上義社会 へ と発展 して い っ た で あろ う．

　日本帝国主義 の侵入 は 、 延辺 の 封建的 自給 自足 の 自然経済の 基礎を破壊し、商品市 場 と労働力

市場を形成 し 、 資木主義的生産の 発展 に 若十 の 客観的条件 と可能性 を 与え て くれ た 。中華民 国時

代に 延辺 の経済 は 、
一

定の 発展を遂げ て い た。延辺経済の 基礎は 農業で あっ た．当時、延辺農家

戸数は 、 大体総戸数 の 80％以上 を 占め 、耕作地 面積 の 60％ は 、農村人 口 の約 8 ％の 封建的地主 が

占有 して い た の で ある。当時の 延辺は 、 依然 と して 開拓 時期で あ り、農業は粗放型で 、耕作地面

積 の 拡大に よ っ て農作物の 収穫量 を高め て い た 。1917− 1930の 間に耕作地面積は 2倍に拡大 され 、

従 っ て 収穫量 も 1930年 に は 1927年 よ り32．2％増大 し た u し か し、そ の 農産物 の 大部分は 地主 に 占

有さ れ た 。地主 の 搾取方法は多様で 、小作料 と し て 通常当年生 産量 の 50％ を 占有す る ほ か に 、役
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畜使用 料、貸与穀回収、高利貸等 で 小 作農民 の 作 り上 げ た 農作物 の 大部分 を 奪 っ て い っ た
。 そ こ

で 、農業生産 が 発展す ればす る ほ ど地主の財富ば増加 し、農民 は 貧窮化に お ち い り 、

一
部の 農民

は 破産 し て 故郷 を離れ て 都市や鉱山区 に 流入 して 煙傭労働者に転 じ た の で あ る ．

　商品経 済 の 発展に 伴 っ て 、

一
部の 地 主

・官僚 と商人 は 工 業を営ん だ。彼等は 、鉱業に 投資 し て

銅 、 鉛 、 金、石炭等 の 生産 を経営 し、 又農作物 を原料 とす る醸造、大豆搾油 、製粉製米等の 製造

業 も経営 した の で ある。その 他、製材業、簡単 な機械修理 、 鋳物業 、 編織業、窯業、皮革業、電

気業等 も発展 し始 め た 。当時 の 製造業 は 、家庭副業の 形態を残 し た まま次第 に 手工 業工 場形態へ

と発展 して い っ た tt商品生産 の 発展 に よ っ て 国 内外 の 貿易 も発展 し始 め た t／国内貿易 は 、龍井、

延吉、琿 春な ど の 都 市を中心 に 発展 し 、 対外貿易は 、営 口 を経 由す る貿易、 ロ シ ア 沿海洲方面 を

通 じ る貿易、朝鮮方面 の 貿易 な ど 3 つ の 経路を通 じて 行われ た 。当時 の 輸出品 と して は 、 主 に 農

産物で あ り、輸入品 と し て は キ に軽工 業品、生活 日用 品 で あ っ た。商品4三産 と貿易の発展 は 金融

業の 発展を伴な っ た 。当時延辺 に は、民 国政府の 2 つ の 官 、
’
／l金融機構 と 2 つ の 民営銀行が設立 し

て お り、また、金融銭荘 もい くつ か あ っ た 。

　 こ の よ うな延辺 で の 資本キ義商品経 済 の 発展は 、 日本軍国主義の延辺侵入 以後に な され た の は

事実で ある。しか し、それ は 問題の
一

面に過 ぎな い 、、反 対 に 口木軍国主義が 、中国 の 封建勢力 と

結 び合 っ て 延辺 の 資本 主 義発展を酷 く妨げた
一

面を 見逃 し て は な らな い 。口本軍国卞義ば 、 延辺

の 廉価 労働力を利用 して 鉱業を経営 しな が ら．」：業原 材
．
料 を生産 した 、 H 本独 占資本 は 、 1中 日合

作 「 の 形式で 天宝山銅鉛鉱、老頭溝炭鉱 を経 営 して 日本 の 必要 とす る 銅、鉛 、石炭な どを 生産 し

て 最大 の 利潤 を絞 り出 し、延辺の 民族⊥ 業に 対 し て 直接的な経済的圧力を 加え、延辺 の 生産 力発

展を阻ん だ の で ある ．日本軍 国主義は 、延辺で 生産する 工 農業産品を 冂本 に 持 ち帰 り、 日本 の 剰

余産品を延辺 に 輸入す るた め に 天図 （天宝山　図們江 北岸 ［現開山屯1）軽便鉄道を敷設 し た、、日

本は 「間島協約 」 に よ っ て 延辺 の 主要都 市や町 に 居留 しなが ら貿易を行 い
、 ま た 、 そ の 地域の 貿

易 を統制 し、自国の剰余商品を 販売 し、延辺 を 口本 の 商品市場 に転 じさ せ 、延辺 の 民族 商工業 の

発展に シ
ョ ッ ク を 与え た の で あ る ．日本 の 独占資本は延辺 の 金融界 に 侵入 し 、 延辺に 朝鮮銀行 龍

井出張所等 5 つ の 金融 機関を 設i し た 。朝鮮銀行ば
、 発行す る銀行券を弾圧 的 に 全 延辺で 流通す

る 主 な貨幣 と し、ま た 、それを商品交換 の 某準に し て 、各地 に 流通す る中国の 貨幣を抑え た の で

ある、，朝鮮銀行券 ぽ、延辺の 財富を掠奪 し、延辺 の 資本 主義発展を妨げる 道 具 と し て 利用 した tt

日本軍国主 義は 、延辺 の 封建勢力 と結び つ い て 延辺の農業生産を H本 の 要求に 服従 させ た 。穀物

品種別 の 生 産に お い て 、 目本が要 求す る人豆、小豆な どの 牛産は 幅広 く増産 され た．1930年の 大

豆 と小豆 の 生産高は 1925年 よ りそれ ぞれ2，06倍、3．4倍に 増産され た 。し か し、粟、と うもろ こ し

は そ れぞれ 4，7％ 、 14．7％増産 さ れ た だけ で ある 、こ の よ うに 延辺農業 の 全面 的発展 を妨 げた の

で ある、つ ま り、日本軍国主義 の 延辺侵人 目的は 、決 して 延辺 の 資本主義を 発展 させ るた め で は

な く、延辺を 自分 の 属地 とする 目的 の た め で あ っ た 。延辺 は 遂 に 半封建半植民地仕会に 転落 し、

延辺 の 経 済 は 帝国主義と中国封建勢力の 圧迫 と掠奪 の 下 で 奇形的に 緩慢に 発展 して い っ た，．
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2 、

　日本軍国主義は 延辺を半植民地 に 転化 させ ただけ で は な い 。日本は ア ジ ア の 盟主 と成 り、 世界

制覇の 野心 を 実現 さ せ る 為 に 、中国東北を 重要な戦略基地 と見な した の で ある、日本軍国 主義の

支配者 は 、中国 の東北を侵 占すれば ソ 連邦 の 「脅威 1 を抑 え、全中国 を 自分の 手に 入 れ、東南ア

ジ ア に 進 出す る と同時に、今後、米 国 と対決する事が 出来 る と考え た の で ある u そ ればか りか、

東北 の 農産物は 日本 の 食糧閥題を充分に 解決 し、東北 の 豊 富な資源は 日本が ア ジ ア の 盟主 とな り、

世界を 制覇す る 目的を実現する の に 不可欠な物資を
．
卜分 に 賄 う こ と が 出来る と思 っ た の で あ る ，

それで 、H本軍国主義は中国東 北を完全 に 占領する た め に 色 々 な事件を故意に 引 き起 こ した の で

ある 。 1929年 の 世界的 な経 済恐 慌は 、

一
方で は 日本 軍国 E義者 の 中国東北侵略 の 為 の 戦争準備に

拍車を か けた 。ま た 、 他方で は 、 米英な どの 列強が国 内問題 の 解決 に 奔走 し
、 日本 と巾国を奪 い

合 う競争をす る暇 が な か っ た 。そ し て 、中国国民政府は 、国共 内戦に 全力を注 い で お り、 口本の

侵略 に 対抗する に は 無力 で あ っ た 。 こ の 機会 をね ら っ て 、日本軍国ギ義は 、1931年 9月 18日に 侵

略戦争を しかけ て （
“
9 ・18事変

”
）、東北を た や す く占領 して 、東北 を完全に 日本 の植民地に 転落

さ せ た の で ある 。

　日本侵略者は LLt
一
界的な世論を欺 くた め に 1932年傀儡 1満洲国」 を建立 した．．1934年 12月に は 、

延辺 に
一
問島省 1 を 設置 し 、 延吉 、 和龍 、 江清 、 琿春、安図等五 箇県を設置 し た ．そ の 総面積は

29，395平方キ 卩 メ
ー

トル 、人 ［丁は 580，030人、そ の うち朝鮮族が 71．51％ を 占め て い た u

　延辺で は 、日本の 商品市場 、 原料市場 、労働力市場、投資市場 とな っ ただ け で な く、重 要な軍

事基地に もな り、
い わ ゆ る 「経 済統制」が実施 された tt 「経済統制」 は実際 に は 侵略 戦争 と最高利

潤獲得 の た め に 実施する 1経済掠奪」 に 過 ぎなか っ た の で ある。

　 1 ．日本は 食糧 と農業原資材を よ り多 く掠奪す る た め に 農作物 の 収穫高 の 増加 に 全力 を尽 く し

た 、当時延辺 の 基本産業は 依然 と し て 農業だ っ た。1934年 の 農家戸数は 総戸数の 73．8％を 占め て

い た 。口本は よ り多 くの 農作物を得 るた め に 次の よ うな措置を取 っ た。

　 1 ）耕作地 面積拡大に 力を尽 くし た 。当時、延辺 の 農業は依然 と し て 粗放型 で あ っ た ，「満州

国」 政府は 、 農作物収穫高を増大す るた め 、 弾圧的 に 播種面積を拡大 し、農作物 の 基幹品種の 生

産 まで 設定 ・配分 し た の で ある．次頁 の 表 の よ うに 、大平洋戦争勃発以前に は 総播種面積 と農作

物 の 基幹品種で ある大豆 、 高梁 、 粟、と うもろ こ し な ど の 播種 面積 と収穫高 は 増大す る傾向を見

せ た が 、 戦争勃発以後に は 減少す る傾向を見せ て い る、，満洲国政府は 、よ り多 くの 農作物を獲得

す る た め 、弾圧的に耕作面積を拡大 させ ただけで な く、耕作技術を改良 し、水利 施 設 の 改善に も

力を入 れた 。1941年 に 至 っ て 延辺 で 大豆 品種 の 改良率は 65％、稲品種 の 改良率は 80％に 達 し た 。

こ れ は延辺 の 農業生産発展に
一一一

定 の役割 を果 た した の で ある。し か し 、 延辺農業生産 は
、 粗放型

か ら完全に 脱け 出せ ず、農作物収穫高の 現象の ト レ γ ドを変え る事も出来な か っ た の で ある。生

産高 の 降 ドは 必然的で あ っ た 。それ は 、 農村労働力 が 戦 争に 動員され た こ と、森林 乱伐、農業生

態系の 攪乱に よ る 土地資源 が厳 し く破壊 されて い っ た こ と、そ して、特 に農業生産の 雫要生産力

で あ る農民 に 対す る残酷 な搾取 と圧辿 に よ り農業生産力が ひ ど く破壊 され た の が根本 的な原 因 に
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r満 州 国」 時期農作物及び基幹農作物 の 播種面積 と収穫高表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位 ：ヘク タ ール ・ト ン

一

1934 

農　　作 　　物
；

総　 面　 積

総 収 穫 高

　 　 　 一

243、74371

，275

大 　 　　 　 　豆
面　　　　積

収　 穫　 高

87，82227

，337

高　 　　 　 梁
面　　　 積

収　 穫　 高

7，4202

，311

粟
面 　　　 　積

収　 穫　 高

5L30113

，748

と う も ろ こ し
面　　　 　積

収　 穫　 高

16，9586

，468
「一

1939 

294，211

261，648

88，47780

，430

6，5546

，333

57，91955

，756

29，89425

，894 il：ll：還
’

儒
資料　  《間島省公署公 報》

　　　  《延辺地区農業関係統計表》

な っ た の で ある ，、

　 2） 日本は 、 軍用地 、 鉄道用 地 、主 な鉱山 、 工 場用地 と し て 多 くの 土地 を独 占す る ほ か 、よ り

多 くの 農産物 と利 潤を得 るた め に 多 くの 耕作地 を占有 し た 。日本の 農耕 地 占有方法 に は 次 の よ う

な もの が あ っ た 。  強制的に 1収買」 する方法で 士地 を占有した tt 満州国政府の 開拓計画 を執行

す る会社 で あ る 1満州拓殖株式会社」 〔略 し て Ir満 拓』 と言 う）は 、延辺で 強制的 に 購入 して 、そ

の 中 の 1，200ヘ ク タ ー
ル の 土地 を購入 し 、 「満拓地一… と し て 農民 に 小作 さ せ 、 35，788ヘ ク タ

ー
ル の

土 地を 「開拓団地 」 と し て 開拓団 に 耕作 さ せ 、そ の 他 の 土地は 「自作農創 定地 1 と して 朝鮮農民

に 「ゆず っ て 一1 耕作 さ せ た。「開拓団一は 日本軍国主義 の 侵略政 策の構成 部分た る 移民政策 に よ っ

て 組織さ れた。開拓団は 民族制 とそ の 役割に よ っ て 1内地人 （日本人 ） 開拓団」、 「朝鮮 人 開拓

団一、1内国人 （中国人 ） 開拓団ご に 分げ られ る ，日本人 開拓団は 「9 ・18事変」後、中国東北 に

100万戸数、500万 人を移住 させ 、100万町歩 の 士地を 占め 、い わ ゆ る 1100万戸 移民計画　に よ っ

て 組織 され た 。日本軍国主義ば、本邦人を数多 く中国東北 に 移住 させ 、 露骨に 大量 の 土地を 占有

する と同時 に 、日本民族が満州国 を 1指導」 す る 民族 となる た め の 地位 を数量 的に確保 し 、 抗 日

勢力を弾圧 し 、
ソ 連邦に 対 処 で きる

一
人間堡壘」 を築 き、そ の 支配基盤を堅固に する 目的 を有 し

て い た の で ある．そ こ で 、日本人開拓団 は 中 ソ 国境地帯、抗日連合軍が 頻繁 に 活躍す る 地域、鉄

道沿線 と経済中心地 、 統制機関が駐在す る地帯に 配置 され た の で ある。延辺は 中 ソ 辺境地帯に 位

置す る 。 1936年か ら1943年に か け て 延辺に 移住 し た 日本人 開拓団 は合計 16箇団、896戸数、3，706

人で 、占め た 土 地 は 19，800ヘ ク タ ール に 達する 。そ の うち 、 中 ソ 国境軍事要塞地 で ある琿春県に
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移住 し た 口本人開拓団は 6箇団 で 、434戸（延辺に 移住 し た 口本人 開拓団総戸数 の 48．4％）、人 口 は

L904人 （51．4％）で ある。朝鮮人開拓 団は 、「9 ・18事変 1後 、　 R 本が計画 的 に 朝鮮人 を組織 し

て 中国東 北 の 山間地 に 移住 した の で あ る．，1936年か ら 1943年 に か け て 延辺 に 移住 し た 開拓 団 は 全

部で 86箇団 、 5，114戸、29，741人 に 達 し 、 占め た 十一地 は 14，434ヘ ク タ ール に で あ っ た．中国人 開拓

団 は 、日本人開拓団地域内 の 中国人 を強制的に 開拓団に 組織 して 、奥深 い 山間地 に 配置 された も

の で あ る tt 中国人開拓団が 占め た土地 ば 1，554 ヘ ク タ ール で ある．  迂回的且 つ 詐 欺的方法で 十一

地を 「収買一した。日本軍国主義が東洋各地 を侵略す る先鋒組織 と し て 「東洋拓殖株式会社」 （東

拓 と略称）が あ る が 、そ の 役割は 主 に 土地 の 略奪で あっ た e 「低利貸 し付け」 の 美名の 下に 土地文

書を担保に し て 、 貸付金 と利 子 を期 日に 返す の を条件 と し て 中国人 に貸付金 を 貸 し、期限 内 に 貸

付金 と利子 を返 さなければ担保に した土地を 奪い 取 っ て東拓地の も の に す るの で あ る。 こ の よ う

な迂 1・i的 で 詐欺的な方法 で 延辺 で 奪 い 取 っ た 「東拓地 ．↓は、4，000ヘ ク タ ール に 達 し、
こ の 土地 を

小作 させ 、 小作農を圧迫、搾取 した の で ある 。
こ の 他 に 、東拓は 　自作農創定．．貸 し付け金 を利

用 して 多 くの 十一地を 占有 した 。東拓 は 自作農創定をす る朝鮮人農民 に 15年を期限と し て 集団的 に

［自作農創定 1 貸 し 付け金 を 貸し 、 土地 を購 入 す る よ うに し た 。そ し て 、そ の 十一地證 書は東拓が

保存 し 、 貸 し付け金 と利子を全部返せ ば、そ の 證書を 1創定」 した農民 に 渡す事に な っ て い た 。

し か し、1自作農創定地 は 実際に は その 大部分が 東拓地 に な っ て し ま っ た の で ある 。 また、
．
創

定地」 の 土地 税は未だ L地所有権を持 っ て い な い

一
創定」 して い る農民が 負担 し て い た 。こ の よ

うに 日本独 占資本は 懐柔的な方法で朝鮮人農民を ひ ど く搾取 し た の で あ る 。調査 に よ れ ば、15年

間返す貸し付け金、利子 と上 地税な どは 貸 し付げ資本金 の 2倍を超えた の で あ っ た t／延辺で
一
自

作農創定地」 と し て 購入 し た 十一地総 面積は 24，763ヘ ク タ
ール に 達 し た ．延辺で 強 制的方法 と迂【凵 1

的 ・詐欺的方法 で 「購買」 し た 上 地 （開墾す る
一部の 土地を含め て ） は 当時全延辺耕作地面積 の

26．8％を 占め た 。  日本人 は 経営地主の 形式で 土地 を 占有 した 。1933年 日本人地 主 は わずか 3戸

だけだ っ た が
、

1943年に は 41戸に 著し く増加 し た c 日本人が 占有 した 土地以外 の民地の大部分は

中国 の 地主 が 占有 して い た ，1間島省公 署公報」に よ る と、1933年延辺総農家戸数 の 12％を 占め る

地 主 、富農 （所有地 の
一

部を 自作 し、そ の 他を他人に 小作させ る もの ） が耕作地総 面積 の 95．8％

を 占め て い た 、封建的 t 地所制 は満州国を支配す る 経済的十一台に な っ て い た の で あ る。

　 3 ） 日本軍 国主義は 、 農作物を厳 しく統制 し、強制的に購入 し た t／満州国政府は 、 日 本 の 侵 略

戦争 の 要求に応 え る た め 、1937年稲、大豆、綿花な ど の 農作物を統制 し 、 そ の 翌年 に は 1
一
米穀管

理 法」を公布 し 、
「満州糧穀公司 」 で食糧作物 の 購入、販売 、 加工を 独 占し た ．食糧作物は 当然廉

価 で 買い 人 れ た 。農作物統制 の 中心 を農作物の 購入 に 置 い た の で あ る。満州国政府は 農作物 を購

入す る際 、 1939年か ら
「

糧穀出荷」制度を実施 し た ．「糧穀出荷」制度 を効果的に 実施す る た め

に 、 迂回的方法 と強制的方法を 同時に 利 用 し た u 期限内 に 糧穀を 出荷す る もの に は 奨励す る 「賞

金制度」を実施 し、糧穀 100キ ロ グ ラ ム あ た り前金 1圓 を払 い
、 農民 と出荷契約を 結び 、そ の 契約

に よ っ て 糧穀を購人 する 払 先制度」 を実施 し て 食糧買 い 入れ を保証 し よ うと企画 した の で ある。

しか し、こ の 方法で糧穀 「購買」 を 完全 に 保証す る事は で きなか っ た 。 そ こ で 政府当局は それ と
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同時に 強制的方法を実施せ ざるを得な か っ た の で あ る t 太 平洋戦 争勃発以来 、
「糧穀 出荷、の 強制

性は もっ と露骨 に な っ て い っ た e 強 制的 に 出荷量を高め 、「出荷督促班 1 を動員 し て 出荷を督促、

監督 し 、 軍警ま で 動員 し、農民が　糧穀出荷任務 」 を実行す る よ う脅迫 し た 。延辺 は 「糧穀 出

荷」 重点地 域 の
一

つ で あ っ た ．延辺 の 出荷糧は 一般的 に 当年総収穫高 の 40％以上 に 達 した 、，こ の

よ うに掠奪 し た 食糧 は
、 軍事用 の ほか 、そ の 人部分が 日本に 輸送 され た の で ある。満洲国 の 官方

統計 に よ る と 、 1944年 の
一

年間に 300万 トン に 及ぶ食糧が 日本に 輸送 され た と い う。食糧 に 対 す

る厳 し い 統制法 令下 の 百 姓は や や もすれ ば 経 済犯」 に な っ て 罪を受けざるを えな い の が実情で

あ っ た 。延辺 の 農 業 生産は 日本軍国主義 の 統制 と掠奪を 受け る状況 F
’
で 太平洋戦争が起 こ る ま で

緩慢に 発展 して い っ た が、戦争が勃発 して か らは沈滞状態に 陥 り、農民 た ち ば ひ どい 圧迫 と搾取

を受け苫 し い 生活を送 る よ うに な っ た の で ある。

　 2 ．日本は 、 延辺 で 原資材 工業を独 占し、延 辺 の 廉 価労働力を利用 し て 工業原材料の 生産を促

進 し た．

　 1） 日本は 、基礎工 業 と軍需⊥ 業 の発展 を確保す る た め に 鉱山を開発 し、銅 、 鉛 、 金、石炭な

どの 生産を 推 し進め た ，

　  日本独 占資本は 天宝山銅鉛鉱 を経営 し た 、，こ の 鉱 山 は 、清朝時代か ら開発され 始め 、 1920年

以後、運営が うま く行 か な か っ た の で 生産を 中IEし て い た tt

「 9 ・18事変 1後 、 銅、鉛な ど戦略物

資 の 要 求が高 ま る に つ れ 、そ の 価格 も高 くな っ て い っ た。軍事物資 の 需要 を充 た し 、 高額 の 利潤

を獲得するた め、凵本独 占資本家は 1935年 こ の 鉱山の 生産を開始 した 。完全 な統計 で は な い が、

1935年か ら 1945年 8 月 ま で 、 こ の 鉱山で 良質鉱石 219万 ト ン を運ん で い っ た と言 う。ま た 1満鉄 」

の 推計に よ る と 、 1936年一1942年 の 7年間に 口本独占資本家は 5，000万 円 に 達 す る 巨額 の 純利潤

を得 た と言われ る．

　  金鉱業を経営 し て 積極的 に 採金事業を推進 し た ．当時 の 世 界情勢で は 金鉱業が よ り多 くの利

潤を得 られ る 企業で あ り、また 、 「満州国一1 は金木位制 の 実施準備の た め に 黄金貯備量を 確保 し な

け れ ばな らな か っ た．そ こ で 、満州国 政府は黄金生産を統制 し、生 産 し た 黄金は 1満州中央銀

行」 の み 買 い 入 れ、そ の 他 の 自由売買は 全部禁 止 さ れ 、 黄金輸出 さえ禁止 され て し ま っ た 。延 辺

は 黄金埋蔵量 が 割合 に 豊富で あ っ た。r満州国 1時代 に 金鉱は 10箇所余 りあ っ たが 、そ の 中で 比較

的有 名な の は 、 蜂蜜溝金鉱 （現和龍市臥龍郷） と八 道溝金鉱 （現龍井市八 道郷）で あ っ た 。 蜂蜜

溝金鉱は 始め の 頃 は 口満が共 同経 営 した が 、 1940年か ら は 、 「満州鉱 山 開発株式会社」 （資本 金

500 萬円 、 満州国政府 と満鉄が共同投資）で 経 営され た 。こ の 鉱 山 の 鉱石 含金量は ト ン あ た り11−

21グ ラ ム 、労働者は 100−200人 ぐらい で 、採金 は 全 部手作業で あ っ た 。採掘 した 鉱石 は 奉天 （現瀋

陽） に 運ばれ精錬 され た 。 こ の金鉱に は 武装警備隊 と警察が派遣 されて い た 。八 道溝金 鉱は 20世

紀初め か ら開発 され た が 、鉱石 の 含金星：が低 い ため 、 後に ほ ぼ廃鉱 に な っ た 。「9 ・18事変」後 、

黄金 に 対す る YJ迫な需要に よ り、1933年 に 日満共 同経営 で さ らに 採金 し始めた。当年の 労働者は

140余 名で 、 日平均 採金量 は 250銭 〔1銭＝ 5 グ ラ ム ） くらい だ っ た c 採金 は全部手作業で あ っ た．

こ の 金鉱は採 金実績が よ くな か っ た が、黄金 に 対す る切迫 した需要に 応 じて 生産 を続け た の で あ
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る。金 ill鉱以外 に 砂金鉱 もあ っ た ．砂金鉱で 有名な の は琿春金鉱 と和龍県夾皮溝金鉱 〔現和龍市

土 山郷和興村一帯） で あ っ た ．琿春金鉱は
’
満州採金株式会社　〔資本金 1200．馴 IJ

、満州 国政府、

満鉄 、東拓が共同投資）が経営 し た 。1935年一1942年砂金 生産総 吊：は 86余 キ ロ グ ラ ム に 至 っ た tt

和龍県夾皮溝金 鉱は 「延和金鉱株式会社．（日満共同経営）が経営 した．労働者数は 100余名 、 1

日当た りの 黄金生産景ば 500グ ラ ム 、年採金量は 2 萬グ ラ ム で あ っ た 。ま た 、 延辺 に は 小規模 の 砂

金場 も60余箇所 あ っ た が 、「満州国」初期に は 、そ の 大部分を 中国人地 生 ・官僚 と商人 が経営 し て

い た u そ の 後金鉱 に 対す る統制 の 実施に よ り、1936年以後か らは ほ とん どの 砂金場 が満州採金株

式会 社 と満州鉱業株式会 社 に よ り経営され た c 延辺 で 生 産実績が
一

番 よ い 年で ある 1941年 の 黄金

総生産量 は 195キ 卩 グ ラ ム で あ っ た。

　  石炭生産を積極的に 推進 さ せ た 。日本で は 石炭が と て も不足 し て い た。1929年 の 石炭不足 量

は 143萬 ト ン で あ っ た．東亜新聞調査局の 試算に よれ ば 、口本は 、 1938年石炭不足量 が 500万 ト ン

を 超 え、日本国内の 石炭資源保 存 の た め 、ま た 、国内石炭採掘 を制限する た あ に も 、 中国東北 で

石 炭 1，000万 ト ン を増産 し なけれ ば な らな か っ た c 満州国政府は 、東北 の 石炭生産、販売 と炭鉱 の

投資な どに つ い て 一元的統制を実施 す る た め に 、 1934年 に
一
満 州炭鉱株式会社 」 （資 本 金1，600万

円、満州国政府 と満鉄が共 同投資）を設立 して炭鉱を経営す る 企業所を整理 し た ．延辺 に は 石炭

埋蔵量が 比較的に 豊富で あ っ た 。1935年 3 月末 、炭鉱は 25箇所 、そ の うち 3 箇所は 凵満共 同経営、

そ の 他 の 22箇所 の炭鉱 は 中国人 が経営 し た 。
こ れ ら の 炭鉱は 満洲国 の 1

一
鉱業法 一に よ っ て整理 さ

れ 、1936年 に は 22箇所 の 炭鉱が 7箇所 に 縮小 され、そ の うち 6箇所は満洲鉱業開発株式会社 な ど

特殊会社 に よ っ て経営 され た 。そ の後、
一

部 の 炭鉱 を廃鉱に し、ま た
一

部を新 し く開発 し た 。当

時延辺 の 主 な炭鉱に は 老頭溝炭鉱、和龍炭鉱、福洞炭鉱 、 琿 春炭 田等が あ っ た n 老頭 溝炭 鉱は

　「9 ・18事変 1後 1933年か ら満鉄が経営 し た 。1935年 の ［平均石炭生産量 は 40トン で 、最高で ば

150 トソ を生産した c 炭鉱労働者 は 約 150名 で 、生産は 立遅れ た 設備 で 手作業で 行われ た c こ の よ

うに 小規模の 炭鉱で 14年間 164万 ト ン の 石 炭を採掘 して きた の で ある。和龍炭鉱は 、／937年か ら

満洲炭鉱 株式会 社 に よ っ て 、 和龍炭 田 に 炭鉱を建設 され る と同時に 採掘 し始め 、 1939年 に 正式に

炭鉱が建て られる よ うに な っ た。 こ の炭鉱 の 1944年 の 年間採炭量 は 14万 6，0001・ン で 、 1945年 8

月ま で 合計90万 トソ 余 りの 石炭を生産 した．福洞炭鉱は 既 に 龍井東 興公司 で 福洞 （現和龍市福洞

鎮） に 建 て た 東興炭鉱を 1939年 に 福洞鉱業所 と改称 し、1944年に 満洲炭鉱株式会 社 が 経 営 し た 。

こ の 炭鉱の年 間生産量 et37 ，000 ト ン で あ っ た．琿 春炭田 は 早 くか ら開発 さ れ、1940年に は 「琿 春

炭鉱株式会社 1 （1満炭 、 と東満産業株式会社共営）に よ っ て 経 営 さ れ た ． こ の 炭 田 で は 1940 −

1944年 の 5 年間に 石炭 165万 5 千 ト ン を生産した ／t

　　「満洲国 」 時代、延辺 の 炭鉱 は 設備が 非常に 立遅れ て お り、原始的な生産方法 で 採炭 し た 。労

働者は 、非常に 高い 労働強度 と厳 し い 監督の 下 で働き、疲れ きっ て 死ん だ者、病死 、 生 き埋 め な

どは 数え切れな い 程 い た c
こ の よ うに 凄惨 に 死ん だ労働者 の 死 体は 山谷に積み 重 ね られ て 「萬人

坑、と呼 ばれ る よ うに な っ た n 老頭溝炭鉱だ けで も 「萬人坑 」 に 埋 め ら れ た 遺骸 が 1万 900余 りあ

る。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Association for Northeast Asia Ragional Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Assooiation 　for 　Northeast 　Asia 　Ragional 　Studies

132　1満洲 国」 期 に お ける 延辺 （間 島 ） 経 済

　　2）林業を統制 し、木 材生産を推 し進 め た 。木材不 足 で 悩 ん で い た 日本 は 中 国東 北の 木材 で

　「自給」 の 目的 を達成 し よ うと思 っ て い た ．こ の た め 林場を整理 し、林場権を 日満官民が 共営す

る伐採会社に あたえ、採伐 ・製材 ・販売を請 げ負 っ て 経営 した ，延辺は林地 が総土地面積 の 80％

以 ヒな の で 、勿論木材資源 が 豊富で ある 。満洲 国政府林業局で は 延辺 の 林区を調査 して 各林区に

　「森林事務肌 や 「森林作業所一1 な どを設置 し て 、延辺 の 廉価労働力を利用 して採伐さ せ 、日本

に 輸送 し て い っ た 。日本 は 中国棄北を侵略 した 14年間に延辺 で 3，000万 立方 メ ー
ト ル の 木材 を採

伐 し て 行 っ た．木材採伐 の 面 で は
一
全面採伐 」式 、

「大木選抜採伐」 式の 掠奪的方法を採用 した 。

交通の 便利な所 は一
本 も残 さず全部採 伐 し、 密林で は 小木 と劣質木をの ぞ い た大木、優質木 だ け

を選 ん で 採伐 し て持 ち帰 っ た． こ の よ うに 延辺 の 森林は 壊滅的破壊を受け 、 延辺 の 山 々 は 禿山に

かわ っ た の で ある．日本は東北 を原資材基地に 築き上 げる た め に 苗圃場 を経営 し、植樹造林 も し

な が ら営林事業 も行 っ た tt　 1943年ま で 延辺 の 苗 圃場面積は 67，760平方 メ ートル 、植樹造林面積は

3，232ヘ ク タ ー
ル に 至 っ た 。

　 3） 日本独占資本は 原資材工 業を経 営 した．日本は 、よ り多 くの 工 業原資材 と高額の 利潤を得

る た め に 、延辺 の 原料 と廉価労 働力を 利用 し て パ ル プ 工 場 を建設し た 。1937年に は 開 山屯 に 「東

満人絹 パ ル プ工 場」、1938年に は 石 硯に 1東 洋人絹 パ ル プ τ 場 1 を建 て 、
パ ル プ と機械紙を生産 し

た．僅か こ の Ll つ の 工 場だ け が 延辺 で の 近代的工 場 と言 え る。開山屯 パ ル プ 工場は 1938年に 稼 働

し て か ら1940年 ま で 人絹 パ ル プ を 2 万 ト ン 余 り、 紙7，500 ト ン を生産 し た ．1940年 か ら機械紙 を

生産 し始め 、1943年の年間生産量 は約 3，000 ト ン に 達 し た。

　 3 ．日本は 交通 の 建設 に 力を い れ た ．日本は 延辺 と東北 の 資源を よ り多 く開発 し、 侵略戦争を

広 げ る た め に 交通建設に 力を傾け たが 、 特に 国民経済 の 大動脈た る 鉄道建設に 力を 入れ た
。 満洲

国政 府 は 1932− 1940年 の 9年間に 延辺に 敦図線 （〔敦化一
図們問〕、

こ の 線 の 竣 コニに よ り京図 線

こ現長図線〕が 開通さ れ 、ま た 図們国際鉄道大橋で朝鮮鉄道 と連結 され た 。）、 図寧線 （現牡 図

線）、 和龍線 （和龍
一

龍井間）、 興寧線 （新興
一

中ソ辺鹿に ある東 寧間） と琿春鉄道 （朝鮮訓戎
一

中 ソ 辺 境に あ る春化間） の
一

部 （琿春
一

馬滴達間） を新 し く敷設 し て 開通 させ た 、．新敷設鉄道の

長 さ は 765．669キ ロ メ
ー

トル で 、 こ れ は 1満洲国経済建設綱要」 に 提出 された 10年間に 4，000キ ロ

メ ー トル の 新鉄道線敷設計 画 の 19．1％を 占め る e そ の 他に 天 図軽便鉄 道を標準軌道 に 改設 し て 朝

開線 （朝陽川一開山屯間） と改称 した が、そ の 長 さ は 59，466キ ロ メ ー トル である 。

　日本 は また、道路建設 に も力を い れた ．道路 は鉄道 よ りもも っ と網 目の 様に 各地 に 開発 され た

が
、 それは政治 E経済上 重要な意義を持つ もの で あ っ た n 満洲国政府 は 、1935年に 図們か ら ウ ラ

ン バ ー
トル を通 じる道 路を

一
等国道に 改修す る と同 時に 国庫 の 補助で 各県 の 県道を補修 し 、 区道

・村道な ど も補修 し て 、延辺 の 道路網が基本的に 形成 され る よ うに な っ た の で ある t．

　さら に 、空運 も経営 した．満洲国政府は 、
い お ゆる 日満を結ぶ最 も迅 速な 連絡交通線 の 新設 と

欧亜 を結ぶ 空 の 大幹線完成 の た め 、1932年に 「満洲航空会社 」を設立 して 、 本社を奉天 に
、 支社

を東京に 置 き、
一
満洲国一各地 に 出張所 を設け た ．延 辺 の 龍井 、 図們に も出張所 を設け、小型 〔2

人
一 8人乗 り）旅客機 を利 用 して 新京 （現長春）　

．
延吉

一
琿春一．

清津 〔朝鮮）間に 定期旅客航空

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Association for Northeast Asia Ragional Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Assooiation 　for 　Northeast 　Asia 　Ragional 　Studies

「満洲国 1期 に お け る 延辺 〔間島） 経済　 133

事業を 経営 し た。延 辺交通 の 発展 は
、 延辺 と東北 の 資源開発を促進 した ，

こ れ は 目本が よ り多 く

の 資源を占有す る に 有利で あるばか りで な く、い わゆ る治安 と侵略戦争の た め の 軍需品運搬 の 保

障に も大 きな意義を持 つ もの で あ っ た．

　交通 の 発達 、 特に 鉄道運輸 の 発展 は 貿易 の 発展を促進 した 。京図線、図寧線 の 開通は 、 目本 ・

朝鮮 との 貿易を人 い に発展 させ た 。1936年か ら］939年 に かけ て 図們税関を経 由し た 輸出入額 （延

辺以外 の 地域 の も含 め て ） ば年平均 53％逓増 され た 、1939年 は 図們税関の 実務量が …番多か っ た

年で 、 その 貿易額は 2億 4千万 円 に 達 した tt こ の よ うな貿易を通 じて 、延辺 と東北 の 物資を大量

に 日本 に 輸出 し 、 また 日本の 剰余商品を東北各地に 流入 さ せ た。そ の時期の輸入 品と し て は 主 に

機械 ・道具 ・金属製造品 ・軽 工 業 品 ・日 用 品な どで 、輸出品と し て は 主 に 大 豆 ・そ の 他豆類 ・木

材 ・石炭等で あ っ た n 商品経済の発展 と日本 商品 の 大量輸入 に 伴 っ て 、 国内貿易 も盛ん に な っ て

い っ た ．た とえば延吉県 の 商家総戸 数は 1924年の 2，120戸か ら 1935年に ば 3，106戸に 増え た 。1935

年龍井村 の 商家戸数は 943戸 （漢満族 112戸 、 朝鮮族 785戸 、 日本人 46戸）で 、そ の うち資本金 1万

円以上 の 商家が約 20戸で 、 そ の 大部分は 日本人 が 経営す る 「洋行」
・会社 ・商店で あ っ た 。日本

は これ ら の 商家を通 じて 延辺 を H 本 の 商品市場に利用 し なが らH 本商品 の 販 路 を開拓 し た 。そ の

ほ か 、中小商業部門で は 、漢満族、朝鮮族 の 商人 が経営 した が 、 主 に 長距離運輸販 売、卸 し売 り

兼小売店、露店、小間物売 りに従事 した．当時 、 彼等が経営 し た 商品と して は、キ に R本商品で

マ
ッ チ 、タ バ コ

、 缶づ め 、 サ ラ サ 、化粧品、時計な ど で ある，朝鮮商品で は 、 ゴ ム 靴、靴
一．
ド、 く

だ も の な ど で あ る。そ の 他 、 中国の 上海 、 杭州 、 大津か ら入 っ て きた商品や 、ソ 連邦 、
ヨ
ー

卩
ッ

パ
、

ア メ リ カ か ら輸入 し た 商品 も若干 あ っ た

　 4 ．H木は 金融 を独 占した u 金融 は 口本軍国主義が侵略 と掠奪敢行 に 利用 した主 な経済的手段

で あ っ た 。満洲国時代 の 金 融 は 1満洲 中央銀行」 で 統制 し て い た 、満洲中央銀行は 、「満洲 国」で

中央銀行の 役割を は た し、国家 の 予算決算 と金融法令を 執行 し、貨幣を発行 し、金 ・銀 ・外貨を

管理 し、そ の 他
一

切 の銀行業務を監督 し た 。1932年に 設置 され た 満洲中央銀行延 占支店は 、巾国

政府銀行の
一
吉林永衡官銀銭号 」 延吉銀 行を合併 し 、

一
問島省」 の最高金融支配機関 とな っ て 、 延

辺 の 金 融を統制 した u また 、 満洲中央銀行は 、琿 春支店、龍井支店、図們支店 を設置 し て 、延辺

金融 に対す る統制を強化 した e 日本の侵略戦争に 必 要な物資を保障す るた め に 満洲国政府は 、 特

殊金融機関を 設置 し 、 割増金附債権発行 の 特権 を与え 、 農工 業 の 発展 に 必 要 な資金 を 「長期 低

利」 で 貸 し付 け て た 。 1937年に延辺に特殊金融機関と し て　満洲興業銀 行」 延辺支店を設置 し、

「産業開発」 に 必要な資金を長期低利 で 提 供 し た 。ま た 、 「
…
般的な 開発

．
の た め に 普通金融機関

とい わゆ る 「庶 民金融機関」 を も設置 した 。延辺 に は 普通金融機関 として 商業銀行で ある 「東興

銀行」延辺支店 （名義 E で は 中外合資商業銀行だが実際に ば 満洲中央銀行で 統制 し て い た） と 日

本 資本が経営す る 「間島銀行 1 があ っ た 、1 間島銀行 は 日本商人 の 株を募集 し て貯蓄 と貸 し付け を

取 り扱 っ た 。「庶民 金融機関 」 は 実際 に は 日本財閥と官方で 経営する 金融機関 で あ っ た ．こ の よ う

な 金融機関 と して は 東洋拓殖株式会社間島支店があっ た。東拓間島支店は延辺で 最 も大きい 金融

機関の
一つ で 、延辺 で 経営時間が

一
番長 い 金融機関で もあ っ た 。こ れ は、主 に 年賦又 は 定期償還
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の 方法に よ り、 耕地 、 また c：tli街地不動産を担 保 と し、農業経営 、 土地改良開墾 、 市街地建物 な

どの 1拓殖」 に 必要な資金を 貸出 し、上地を掠奪する 金融機関 で あ っ た。こ の 他に 、 小商業小 T．

場 な ど に 資金 を 提供す る 「間島無盡株式会社 」 〔日本資本が経営）、中小商工 業の た め に 貯金 ・貸

し付け ・為替な どを取 り扱 う 1
．
延 k金融合作社一（名義上 で は 合作杜だ が

、 実際に は官方金融 機関

で ある ）、農業 の開発 と資金 の 共同利用を指導 し、一
部 の 購買事業を担当する 1間島興農合作社連

合会」 （会長 は 間島省省長が 兼任）な ど が あ っ た 。こ の 他に 、小 さ い 金 融機構 も い くつ か あ っ た 、

こ の よ うに 満洲国時代の 延辺 金融は 日本が独占し 、 そ の機構は官方或は 日本資本 が経営 し、民族

資本が経営 し た 金融機構は 全 部排 斥 され て しま っ た。1917年に 開設されて い る 「中国銀行延吉支

店」 は 当局 の 強圧 に よ り、やむを えず 1933年に L海本店に 戻 り 、 中国人 が経 営 した小銀行
一
大成

銀行延吉分行 1 も門を閉 じて し ま っ た の で ある。

　 5 ．日本軍国主義は 延辺の 民族 商工 業 の 発展 を阻 ん だ ，

　 1） 日本独 占資本 と満洲国官方が鉱山
・林業 ・交通 ・金 融な どを独占 した の で 、民族 資本 は こ

れ ら の 分野で 発展 す る 余 地 が な か っ た 。

　 2 ） 凵本軍国主 義の 侵略戦争 の 拡大 と 日本 の 剰余 商品 の 大量 的流入 は 、民族商工業を著 し く妨

げた ， 民族資本が経営 で きる経済分野 は 主 に製造業 と商業で あ っ た ，1
．
満洲国一初期 の 延辺製造業

は 幼稚な 手工 業だ っ た 。そ の後 、 単純且 つ 旧式の機械設備 を導入 し、手 工操作 と機械操作を結合

させ た が 、 依然 と し て手工 業的工場形態 の 枠を 出なか っ た 、延辺の製造業は 、

一
方で は 口本が奇

形 的 に 原資材工 業に 重 きを置 くた め 、 そ の 発展は 遅れ 、

．一
方 で ば 日本 の 利益 に 触れ る製造業 （例

え ば、日本 の 製造業産物 市場 の 脅威に な る製造業部門） は 全て そ の発展を抑制 され た 。 延辺の 民

族資本が経営 し た 製造業 は 、食品工 業で は 主 に醸造⊥ 場、油工 場 で 、他 に は 豆素麺、製粉、醤油、

味噌 、 酢な どを生産す る 小型 工 場 （作坊） な ど もあ っ た ．当時 の 食品 工 業 は 、手 工 操作 と簡単な

機械操作を結合 させ て 行なわれた 。機械工 業 と して は 、 主 に 幼稚な機械器 共工場 、小型鉄 一L所、

鋳物工 場等で あ っ た。また、 こ の 他に も小型紡織工 場、窯業、皮革業、印刷業、染色 業 、 製薬業

な どもあ っ た 、延辺 の 民族工 業は 、 太平洋戦争勃発以前に は 日本商品 との 激 し い 競争 の 中で 発展

して い っ た。延 b
−1
，

；

県 の 場 合、1931年 に 醸造業を経営す る戸数 は 14戸だ っ た が 、 1940年に は 22戸に

増加 し た 。機械上 業は 、ゼ ロ か らは じ ま り 、 1940年に は 幼稚 な機械器 具工場 な が ら も 7箇所、小

型鉄工 所が 20箇所建 て られた 。
し か し、太

’F洋戦争に よ り、食糧と そ の 他の 物資に 対する統制 が

厳 し くな る に つ れ て 工 場は 減数 され 、 1945年 日本の 敗戦に 至 っ て 日本軍国主 義者に よ っ て
一

部の

工 場 は爆破 され て し ま い 、ま た
一

部の 工 場 の 設備 は 盗 まれ、一部の 工 場 は 破産 した ．こ の た め 、

全 県で 醸造工場 2箇所 、鉄工所 5箇所 とそ の 他 10余箇所の 小型工 場だけが生産を維持 し て い た 。

民族商業の場合 も同様で あっ た、、太平洋戦争勃発以前 に は、激 し い 競争 の 中で 資本金が少な い 中、

小規模 の 民族商 業な が らも多少 の 発展 を見せ た が、戦争勃発以来、日本資本が経営する商業か ら

の 排 斥を更に 受け、更に 、戦争 に よ る商品不 足 の た め 、 政府 に よ っ て さま ざまな商 品 が統一
的 に

購入 され、販売を統制する とと もに 、生活必需品 に 対 し て 「配給制」 を実施 し た。 こ の た め 、

一

部の 商家 は 潰れ 、か ろ うじて 持続 し て い く商家 もほ ん の 僅か に い た が 、 それ も破産 の ふ ち に 立 た
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され て い た 。

　 3） 日本軍国主義 と延辺の 封建勢力が結 び合 っ て 民族 商工 業を 圧 迫 し た た め 、民族商工 業は 破

産 の ふ ち に 沈み込ん だ 。 商工 業を経営す る土豪地キ
・悪質権力者 は 日本軍国主義勢力 と結託 し て

民族商工 業を掠奪 し 、 そ の 業種を独 占した u 例えば、1940年局子街 （現延 吉市） で 製粉業を経営

する ある 地 主 は 、製粉業を独 占する た め 、日本憲兵 と結託 し 、 全街 の 12箇所 の 製粉所 の 支配人 に

1経済犯」 の 罪名を被 せ て 監獄 に 送 り 、 その 12箇所 の製粉所 を破産 させた後、局 子街の製粉業を

独 占した，後 に な っ て その 監獄 の 苫役で 生 き残 っ て 帰 っ た 攴配人は 6 人 し か なか っ た と言われ て

い る。日本軍国主義 は 強制 的手段 で 民族商工 業を 収奪 し た．「趙○○○ が延吉橋を 買 っ た事件が

止 に そ の
一

例で ある 、r趙COO 　I は 局子街で 屈指の 金持 ち で 商店 と油工場 を経営 して い た t／1945

年 日本 の 敗戦 前夜
一
問島 rit公署一（現延吉市） の 日 本人役人 は 「趙○○○一を 強迫 し て 「大東亜 聖

戦」 に 貢献す る行動 と し て 30万 円で 延 Lii橋 を 買わ せ た t．「趙○○O 　Iは や む えず 30万 冂 の 巨額 の お

金 を 出して 災い を避けた の で ある。こ の ように 口本軍国主義 と中国封建勢力は 互 い に 結託 して民

族商工 業を圧迫 ・
搾取 し、民族商工 業の 発展を挫折 さ せ た の で あ る tt

　つ ま り、「満州国一期 に お け る延辺経済 は
、 奇形的に 緩慢に 発展 させ られ た植 民地経済で あ り、

艮つ 民族資本主 義が 日本軍国ギ義 と中国封建勢力か らの 二 重 の 圧迫 と搾取を受けた た め 、そ の 発

達は と て も遅 く、人民 は 生活苦 に 陥 っ て い た の で あ る 、

3 、

　1945年 8月太 ’F洋戦 争で の H 本 の 敗戦 で 延辺は 日本 の 植民地 統治 か ら解放 さ れ た v 解放 さ れ た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロ

延辺人民は 、中国共産党 と人 民政府 の 指導 の 下に ト地改革を実施 して 封建的十一地所有制を廃止 し、

「耕者 有其 田」 を実施 した 。これに 基づ い て 1956年に は、農業 ・個別手 1業 ・私的商一L業 に 対 す

る社会主義的改造を基本的 に 完成 し 、 社会主 義経済制度を確立 し、社会主義計画経済を実施 し た 。

社会主義計画経済実施以来、延 辺経済 は大 きな発展を成 し遂げた 。1978年 の 社会総 生産額は 1949

年に 比 べ て 7．99倍増大 した。農業で は 農業生産技術を改善す る措置 を取 っ て 農作物の 生産を増大

する と同時に 、林業 ・牧畜業 ・漁業 ・副業を発展 さ せ た こ と に よ っ て 、 1978年の 農 業総生産額 は

1949年に 比べ て 2，96倍 に増大 し た c 工 業は 、 元 の 企業所を拡大 ・建設 し、技 術装備を改善する と

同時に 、地方 T．業企業所をあら た に 建設 し て 、治金、機械、石 油化学 、 森林、製紙、石炭、電力 、

紡織、食品、民 族特需用 品等 中堅 工 業部門を 基本的に 形成 し、生産が著 し く発展 し た ．1978年に

は 、 工 業総生産額が 1949年に 比 べ て 13，4倍増大 し、 これに よ り人民 の 生活 も著 し く向上 した。

1949年 の 住民 1人 当 り平均社会商品小売額は 38元 （当年価格）で あ っ たが 、1978年 に は 262元 〔当

年価格） に 向上 した の で ある。

　延 辺経 済の 発展は 確か に 速か っ た ，、し か し、発展す るべ きも の の 発展が成されなか っ た 一
面 も

勿論ある とい え る，，そ の 原 因 は 、当時 の 巾国が西側資本主義諸国 の 封鎖 の 中 に あ り、対外経済関

連 に つ い て 社会主 義国家 と の連係を の ぞ い て 、他 の 国家 と の 関連 は ほ と ん ど断絶 さ れ て い た こ と

で ある。こ れは延辺経済発展を妨害 した 外部要因 で ある。しか しなが ら も っ と重要なの は 内部的
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要因で ある
。 経済建設 の 面 で の

一
左 」 的指導思想 の 影響に よ り 、 経 済管理 体制を 生産 の 発展 に つ

れ て即時に 改革せず 、 現実状況を越え て 生産関係だけ を急速 に 変革 し、収益 分配 の 面 で の 平 均主

義傾 向を実施 し た事等は 経済建設の発展 を大 い に 妨げた tt

　1970年代に 入 り、中国 は 外交政策上人 きな成 果を上 げ、中国を 孤立 さ せ る 局面 は 緩和 され て

い っ た 。国内的に は 「左」 的指導思想の 影 響を是正 して 、全 国的安定と団結 の 局面が形成 された。

こ の よ うな状況 の 下 で 中共 党中央 で は 、1978年 12月 に 改革 ・開放 の 総合方針を決定 し て 、伝統的

社会主義経済体制を漸次的に 国家で 巨視的な調整 ・統制 の 社会主義市場経済体制 に 転換 し始め た u

農村で は 1戸請け負 い 責任制」 を実施 して 、￥．．．一一ts社 会主義公有制 をギ と して 、そ の 他の 所有制

を社 会 主義公 有制を補充す る もの と認め る所有制構造に 変え た 。 した が っ て 、国有企 業は 、 経営

形式が 多様化 し 、 社会キ義公有制企業所特 に 国有企 業所 に 対する経済管理体制 の 改革 と国有企業

所経営管理体制 の 改革に よ っ て 、国家 の 巨視的調整 と統制 ドで 自由に経営す る経済実体に変 っ て

い き、市場体制 も漸次建設さ れ て い っ た 。対外開放政策 の 下 で延辺は 、貿易を発展 させ た ばか り

で な く、琿春、延吉 等地域 を中心 とす る 延 辺地域 を開放 し て 外国 の 先進技術 と資本、人材を 導入

し、「モ 資」企業所 を運営 し、科学的経営管理法 を習得 して 企業 所 の 経 営管理 を 改善し、延 辺経済

を よ り速や か に 発展 さ ぜ て い る．

　 17年 の 改革 ・開放 と社会主 義現代化建設 で
、 延辺経済建設 は 世界 の 人が 注 目す る ほ どの 成果を

築き Eげ て い るt／1994年の 社 会総生産額は 1978年に 比 べ て 4，64倍増大 した 。農業で は 種植業 、 牧

畜業、林業 、 漁業 、 副業等が発展 し た ば か り で な く、農村工 業 も大 き く発展 し、1994年 の 農業総

生産額 は 1978年に 比 べ て 2．12倍も増大 した u 工 業 は 部 門構造を合理 的 に 調 節 し て 既存 の 中堅工 業

部門以外に も医薬工 業 ・電子Tl業 も発展 させ 、1994年の 工 業生総産額は 1978年に 比 べ て 4．79倍 も

増大 した t、 こ の ほ か 、経済発展 に 適応す る た め に 鉄道を 新た に 敷設 し、道路も数的 に 増加する と

と もに 、 そ の質 も高め られ 、 民用空航事業もあら た に 発展 し 、 郵便 、 電信 の 設備 の 近代化 も進み

つ つ ある lt人民 の 生活水準 も著 し く向上 し、「小康生活」 （比較的に 豊か な生活）に 向か っ て進 ん

で い る。1994年 の 住民 1人当 り の 平均社会商品小売額は 2，356元 （当年価格） に な っ て い る。

　改革 ・開放 と社会主義現 代化建設 で お さ め た成果 は 、中国 の 特色 ある社 会ギ義を建設 す る第
一

歩に 過ぎな い 。目下、経済体制改革に お い て 、国有企業所に 対す る改革を も っ と推進 し て 現代企

業所 制度 の 鋩立 に 努力 し て い る と同時 に 、農村 で は 農村産業構造を合理 的に 調節する の を中心 と

す る第 二歩 改革を し て お り、完全な 市場 体制を充実 させ て い る、、対外開放 の面に お い て 、 琿春開

発 と図們江下 流 の 開発 に 力を い れ て い る．勿 論、改革 ・開放 と現 代化建設 に は 未だ少な くな い 困

難 と 問題 点 を が あ る p 資金 の 不足 、技術 の 立 ち 遅れ 、人材の 不 足等の 困難が あ り、ま た 改革開放

と現代的発展の 中に 新たな問題 も次 々 と出 て くる。企業所 の 経済的効果性が 高 くな い 問題、イ ン

フ レ
ー

シ ョ ン で物価 が どん どん上 が る問題 、収人 分配 が 不 合理 で 収入差 が 激 し くな る 問題な どが

存在する u
こ れ ら の 困難 と問題は 、改革開放 が深化発展 し、中国 の 特色 あ る 社 会卞義を建 設す る

実践 の 中で漸次 的 に 解決が 可能で あ る c し た が っ て 経済建設 も速や か に 発展 し得る で あろ う、．特

に 図們江 ド流 の 三 角地 帯が開発 され るに つ れ、延 辺地 区 は 世界で 経済が 発達 し た 地 域の 中 に 入 れ
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られ る見込み が あ り、またそ の 見込み が必ず現実 に なる と確信する 次 第で あ る。
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