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対外経済関係 に み る朝鮮民主主義人民共和国の プラ グマ テ ィ ズム

　　　　　 経済政策 に お ける人 民経済計画法 の 位置を中心 と して

三 村 光 弘 （大1坂大学 ・大学院）

　朝鮮民 主主義 人 民共和 国 U．，／ ド共 和 国 と略す） は、

1980年代 の終わ りか ら 1990年代 の は じめ に か け て の 「日

ソ 連 ・東欧 の 崩壊 と、中国 の 経済政 策 の 変史 に よ り、

社会主義市場 を失 った。こ の後 の 共 和 国 の 経済政 策は

文字通 りの 自力更止 を行わ な けれ ばな らな い 状 況 に 陥

っ た 現実を受 けて、比 較的 短 い 期 間 の う ち に、大き な

変化を遂げて き た。そ の 変化 の 主要な特 徴 は 以下 の 2

点で あ る。

1） 現 実主 義 的 要 素、物質的 牛 活 の 重 視

2）改革 ・開 放 の 拒否 と社 会主 義 的 要 素 の 堅 持

　 1990年代 に お け る共 和 困 の 経 済政 策 を法 の 側 面 を 中

心 として 見 る と、1991年 の羅津 ・先鋒 自由経済貿易地

帯 の成 、ツ：、1992年 の憲法改止 と外 国 人投 資法 の 制定、

1993年 12月 の朝鮮労 働党中央委員会総 会 に お け る第 3

次 7 力年計両 の
一

部言1画不 達成 を基礎 と した、農業 第

一一Fl義、軽工 業第
一

主義、貿易第
一
主 義 を柱 とす る新

経済戦略 の 発表、1993〜94年 の 対外経済関 連法 ・行 政

法規 の 大量 立法 な ど、D の 要素を含む ものが 多か っ

た。1998年 9月の 憲法改正 も対外経済関係 の奨励 規定

の 強化、所有権規定の 若干の 調整、国営企 業 の独 、ン：採

算制規定 の 追加 な ど基本的 に は 1） の 延長線上 に ある

と考 え て よ い。

　共 和国の 対外経済開放路線は 従来 の 政策 とは 大 き く

異 な り、一
部地 域 で は あ っ た と して も、法で すべ て の

社会規制 を 行うこ と を 宣 言 し、ユ00％ 外資企 業を含 む

資本 主 義的 な経営方法を許容す る な ど思 い 切 っ た 内容

の も の で あ っ た 。 しか し、その 中核 と な るべ き羅津 ・

先 鋒 自由経済貿易地 帯 が設置 されて か ら 8年が た っ た

現 在 で も、同地 帯 の 経済活動 は それほ ど活発 に 行われ

て い な い 。 同地 帯 を北東 ア ジ ア の 貿易 ・金融 の r卜心 地

に しよ う と い う当初計画は失敗 に 終わ っ た と考えて も

よ い だ ろ う。

　 共 和 国 は こ の よ う な 状 況 の 中で も、UNDP な ど の

協力 の 下 で 保税 加 工 区 の 設 置 の 検 討 を進 め て い る よ う

で あ り、共和 国が 対 外経 済交 流 の 拡 大 を 含む 1） の 路

線 を放 棄 した とは考 え に くい。

　1999年 3 月 の 人 民経 済計 画法 の 制 定 は、共 和 国 が 計

画 経 済 の 堅持 とい う 2） の 路 線を 明確 に打ち 出 した こ

とか ら、日本 国 内で は共 和 国 が 改革 ・開 放 を拒 否 した

証 左 と して報 じ られ た。しか し、共 和 国 が 1984年 に 旧

合弁 法 を制 定 してか ら今 日 まで、改 革 ・開 放 を 標 榜 し

た こ と は
一

度 も な く、一
輿 して 自立 的 民 族 経 済 建 設 路

線 を堅 持 して き た。

　 人 民 計画 経済法 は従来 の 計 画経済 の 手 法 を 本 質的 に

変吏す る も の で は な く、共 和 国 に お い て は、従 来 あ っ

た さ ま ざ ま な規 定 を 発展 させ て法 律 と した もの と して

と らえ られ て い る よ うで あ る。そ の 特徴 は 1経 済 発展

を科 学 的 に 見越 した 国 家 の 指 令一（第 1条 ） に よ っ て

経済運 営 を行 う こ と で あ り、共 和 国 の 経 済 は 「生 産 手

段 に 対 す る社 会主 義 的 所 有 に基 づ い て い る計 画経 済 で

あ る。」 と規 定す る．また、「自立 的 民族 経 済 の 基 盤 を

強化」 す る こ と も規 定 して い る （第 2条）。1998年 の

憲法改 正 と関連 して、「国 家は、社 会 主 義経 済法 則 と

現実的 な条件を 『 し く見 積 も っ て 科学 性、現 実性 、動

員性が 保障 され た 人 民経 済計画 を立 て、計 画 実行 の 規

律を強化 し、経済事業で 実利 を 出 す よ う にす る。　 と

実利 を 重視す る こ と を 規 定 して い る （第 6条）。実 利

の 重視の 具 体的内容 と して は、憲法 第33条 2項 に 規定

され る独 Yf二採算制の 重視が 考え られ る。共和 国 は い ま

の と こ ろ 従来通 り計画中心 の 社会主 義経済 を維持 して

い くよ うで あ る。

　 しか し、こ こ で 見落 と して は な らな い の は、共 和 国

が 改革 ・開放路線を と らず、従来通 りの 社会主義経済
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を 堅 持す る こ と を標榜 して い るか ら と い って、経済運

営を 1980年代以 前 と 方法 で 行 う こ と はで き な い と い う

こ とで あ る。社 会 主 義 市 場 の 崩壊 に よ って、共和 国 は

有 利 な貿易 条 件 で 取 引 を行 っ て くれ る柑 手方 を失 っ た u

共 和 国 の 貿易の 相 手 方 と して は 国際 市 場 しか な い、、こ

の 点 が 1990年 代 以 降 の 共 和 国 の 経 済 政 策 を規 定 す る 最

も大 き な要 因 で あ る。た だ し、共 和 国 を取 り巻 く国 際

情勢を 見 る と、冷戦 の 終結 に よ る 緊張 緩和 が未 だ に な

され て い な い 。 こ の こ と を 摎慮す る と共 和 国 が新 しい

時代 に 適 した 経済政策 を選択で き る状況 に は ま だ な っ

て い な い。

　共 和 国 の 人 民経済計 両 法 は、内容的 に は従来 の経済

政 策 と ほ ぼ変わ らな い 内容 を 持 っ て い る。これ は社会

主 義市場 が 崩壊 し、共 和 国 が 新た な経済的 環境 の 変化

に対 応す る必 要 性 を認 識 しなが ら も、多様 な選 択 肢 か

ら経 済 政 策を選 択 で き な い状 況 の 下 で、国 内経 済の 発

展 を 図 ろ う と した 苫
：

心 の 産 物で あ る。こ の 選 択 は米 朝

・日朝 国 交 正常 化 な ど国 際 情 勢 の 変 化 に よ っ て、共 和

国が 新 た な経 済政 策 の 選 択 肢 を手 に人 れ る ま で の 暫 定

的 な選 択 で あ り、国 際 情 勢 の 変 化 とそ れ に と も な う経

済政策 の 変 更 に と も な．
っ て、こ の 法律 の 内容 が将 来 的

に 大き く変化す る ・r能性 も否定 で き な い 。

金大中政権の 太陽政策 と北朝鮮の変容

報告の 課題

　南北 の 経済交 流 を進 め、北 朝鮮 に 改革 ・開放 を 促そ

う と い う金 大 中政 権 の 太 陽 政 策が 試 練 に さ らされ て い

る．度 重 な る南北 の 軍 事 衝突 に よ って、韓 国 の 野 党の

み な らず連立 ケ党内部か ら も、こ う した宥和政策の 見

直 しを求 め る声 が 高ま ．。て い る か ら で ある。なか で も

野 党 勢力 は、
一
北 朝鮮 の 変化を 引 き 出す効果が な くな

り、挑 発 を誘 導 す る だ け だ一と 金大 中政 権の 太 陽政策

を厳 し く批 判 して い る。実際の と ころ は、ど うな の で

あ ろ う か。や は り北朝鮮経済に 大 きな 変化は 見 ら れな

い の だ ろ う か。

　 今 回 の 報 告 で は、で き る だ け 北朝鮮の 資料に 依拠 し

な が ら、外部 か らは 見 え に くい 北朝鮮の 政治 ・経済の

動 き を読 み と る とい う作業を 通 じて、以 ドの 論点 に っ

い て考 察 してみ た い。

　  金 目成 主席 亡 き後、金正 目体制 ドで 北朝鮮経済 の

政 治 ・経 済シ ス テ ム が どの よ うに 変化 した か 、あ る い

は 変 化 しよ う と して い るの か。

ク

ト

パ

去
丁

でル

ー
（大阪市立大学）

　  金大中政権の 太陽政策が 北朝鮮経済に どの よ う な

影響を ケえ て い るの か 。

　  そ の 上で、日本は 北朝鮮 と い う 国 に 、どの よ うに

向 き合 って い けば い い の か 。

　 以 上 の よ う な問 題意識 に そ っ て、報告 は 以下 の よ う

な順 序で 進 め た い。フ ロ ア
ーか らの 活発な議論 を 期待

したい e

　 I，煽 ら れ る朝鮮半島の 危機

　 II，金 LE日新体制下 の北朝鮮 は どう 変わ っ た か

　　 1，金 1F．日体制下 の 北朝鮮経済の 変化 と連続件

　　 2．計画経済か ら市場経済へ

　　 3．太 陽政策 の 影響

　　 4．軍と改革派 の 確執

　　 5．金正 凵総書記の 発菁
．
か ら見た 北朝鮮の 方向性

　 皿．北朝鮮が ミサ イル と核開発に こ だ わ る理 由

　 W ，R本 は 北朝鮮 と ど う向き合 うべ きか
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