
はじめに

第１次世界大戦後に原動機 (石油発動機・

電動機等) によって駆動される農業機械は日

本農業に本格的に導入が開始された｡ 戦前期

における農業機械の粗資本ストックと原動機

(石油発動機・電動機) 普及台数の推移をみ

れば１), 両者は����年代以降, 順調に拡大し,����年に粗資本ストックは１億����万円, 原
動機普及台数は��万����台に達した２)｡ ｢地

域性｣ に強く規定された農業機械にとって３),����年代以降の急速な国内市場の展開は, 当
然の如く農業機械工業の発展をもたらし, 表

１にみられるように, 生産額は����年の���
万円から����年の����万円に拡大した４)｡

国内における農業機械の普及は, 限界を伴

いつつも朝鮮・台湾の農業機械化の機運を高

め, こうした当時の状況は 『朝鮮農会報』・

『台湾農会報』・業界誌に掲載された記事や国

内製造業者の広告等からも窺える｡ さらに,����年代以降には, ｢満州｣５) の農業機械化お
よび日本からの農業機械輸出が課題となり,

満州では官庁主導の機械化試験農場の設立が

進み, 日本では製造業者・輸出業者によって

日本農機具輸出組合が����年に結成され, 当
時の日本国内では実現が難しかった大型農業

機械による大農式農法の普及とそれに対応し

た大型農業機械の生産・輸出が計画された｡����年代には満州に加えて, 発動機を中心に
東南アジア, 南米向けの農業機械輸出も開始

された６)｡

とはいえ, 第１節で確認するように, 戦間

期の国内市場の拡大に比して, 農業機械の輸

移出は数量・価額的に低調に推移し, 従来の

研究史では, 国内生産額に占める低い輸出比

率から輸移出市場の存在は, ほぼ無視されて

きた７)｡ しかしながら質的な側面に着目すれ

ば, 輸移出動向 (海外市場) の検討は, 海外

市場のみならず国内市場も含めた農業の多様
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戦前期日本農業機械工業と海外市場

岡 部 桂 史

１) ｢農業機械｣ の定義は原動機によって駆動さ
れる農業用の機械である｡
２) 梅村又次他編 『長期経済統計９ 農林業』 東
洋経済新報社, ����年, ���～���頁；加用信文
『日本農業基礎統計』 農林水産業生産性向上会
議, ���～���頁；農林省農務局 『農用器具機械
並作業場普及状況調査』 各年版｡
３) ｢地域性｣ の定義については, 岡部桂史 ｢戦
間期農業機械工業の発展と共進会・試験場｣
『社会経済史学』 第��巻第１号 (����年５月)
参照｡
４) 戦間期の日本農業機械工業の発展に関しては,
岡部桂史 ｢戦間期日本農業機械工業の展開｣
『経営史学』 第��巻第１号 (����年６月) 参照｡

５) ｢満州｣ ないし ｢満州国｣ は本来括弧をつけ
て表記すべきであるが, 煩雑であるので以下で
は単に満州ないし満州国と表記する｡
６) 例えば, 三井物産は����年に久保田鉄工所製
の��馬力以下陸用発動機をフィリピンに輸出す
る契約を締結し (『業務課長宛代理店契約報告
書』 三井文庫所蔵・物産����―��), 岡山製の
小型発動機がアルゼンチン・チリに輸出された
(前掲岡部 ｢戦間期日本農業機械工業の展開｣,��頁)｡

７) 東畑精一・川野重任編 『日本経済と農業』 下,
岩波書店, ����年, ���～���頁｡
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性や地域性, それらに規定された農業機械の

特徴, さらに戦前期の日本農業機械工業の技

術・生産・販売の状況・限界点を理解する一

助となりうる｡ 加えて, 農業機械工業全体に

おける海外市場の意義を総合的に把握するた

めには, 輸移出動向に併せて輸入動向の検討

も行い, 世界市場・アジア市場での日本の地

位を確認する必要があろう｡ 以上の課題に迫

る準備作業として本稿では, 輸移出入の統計

データの整理・検討を行い, 基礎的なデータ

を積み上げることによって, 今後の各輸移出

市場に関する本格的研究の端緒としたい｡

第１節 輸移出市場

農業機械工業の輸移出市場 (朝鮮・台湾・

満州) の動向について検討しよう｡ 具体的検

討の前提として, 農業機械に関する公式貿易

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表１ 農業機械の需給構造 (1920～1942年)

(単位：千円・％)

年次
生産額
(�) 輸入額

(�) 輸出額
(�) 国内消費

(�)＝(�)＋(�)－(�) 輸入依存率
(�)�(�) 輸出依存率

(�)�(�)���� ����� ��� … ����� ����％���� ����� ��� … ����� ����％���� ����� ��� … ����� ����％���� ����� ��� … ����� ����％���� ����� ��� … ����� ����％���� ����� ��� … ����� ���％���� ����� ��� … ����� ���％���� ����� ��� … ����� ���％���� ����� ��� �� ����� ���％ ���％���� ����� ��� �� ����� ���％ ���％���� ����� ��� ��� ����� ���％ ���％���� ����� ��� ��� ����� ���％ ���％���� ����� ��� ��� ����� ���％ ���％���� ����� ��� ��� ����� ���％ ���％���� ����� ��� ��� ����� ���％ ����％���� ����� ��� ��� ����� ���％ ����％���� ������ ��� ��� ������ ���％ ���％���� ������ ��� ��� ������ ���％ ���％���� ������ ��� ����� ������ ���％ ���％���� ������ ��� ����� ������ ���％ ���％���� ������ ��� ����� ������ ���％ ����％���� ������ �� ����� ������ ���％ ����％���� ������ � ����� ������ ���％ ����％
注) １. ����～����年の生産額は推計値｡ 推計方法については, 大川一司他編 『長期経済統計３

資本ストック』 東洋経済新報社, ����年, ��頁参照｡
２. 輸入額は, 米国対日輸出額からの推計｡
３. 輸出額は, 『外国貿易年表』 の ｢農具｣｡
４. 表中の空欄はデータ無し, ｢…｣ はデータ項目無し｡, データの端数は原則, 四捨五入で
処理｡ 以下同じ｡

出所) 商工省編 『工場統計表』 各年度；大蔵省編 『(大)日本外国貿易年表』 各年版；������������������������������������������������������������������������������������������������������������各年版.
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表２ 農機具輸出の動向 (1928～1942年)

(単位：千円・％)

年次 生産額 輸出額 輸出率 １位 価額 ２位 価額 ３位 価額 ４位 価額 ５位 価額���� ����� �� ���％ 関東州 ��(����％) アメリカ �� 中国 �� 露領アジア � 蘭領インド ����� ����� �� ���％ 関東州 ��(����％) フィリピン �� アメリカ � 露領アジア � 中国 ����� ����� ��� ���％ 関東州 ��(����％) 中国 �� フィリピン �� アメリカ �� 香港 ����� ����� ��� ���％ 関東州 ��(����％) フィリピン �� 香港 �� 中国 �� アメリカ ������ ����� ��� ���％ 関東州 ���(����％) フィリピン �� アメリカ �� 蘭領インド �� 中国 ����� ����� ��� ���％ 関東州 ���(����％) フィリピン �� 満州国 �� 蘭領インド �� 英領インド ������ ������ ��� ���％ 関東州 ���(����％) フィリピン �� 英領インド �� 満州国 �� 蘭領インド ������ ������ ��� ���％ 関東州 ���(����％) 満州国 �� 英領インド �� 蘭領インド �� フィリピン ������ ������ ��� ���％ 関東州 ���(����％) 満州国 ��� フィリピン �� 蘭領インド �� 英領インド ������ ������ ��� ���％ 関東州 ���(����％) 満州国 ��� フィリピン �� アメリカ �� 蘭領インド ������ ������ ����� ���％ 満州国 ���(����％) 関東州 ��� 中華民国 ��� アメリカ �� 蘭領インド ������ ������ ����� ���％ 満州国 �����(����％) 関東州 ��� 中華民国 ��� 蘭領インド �� フィリピン ������ ������ ����� ���％ 満州国 �����(����％) 関東州 ��� 中華民国 ��� フィリピン �� 蘭領インド ������ ������ ����� ���％ 満州国 �����(����％) 中華民国 ��� 関東州 ��� 蘭領インド �� フィリピン ������ ������ ����� ����％ 満州国 �����(����％) 中華民国 ��� 蘭領インド ��� 関東州 ��� タイ ��
注) １. 生産額は 『工場統計表』 の生産品目別生産額の ｢農業用機械器具｣ と ｢農具及土工具｣ (����年以降 ｢農具｣) の合計値｡
２. 関東州・満州国の価額の (％) は日本の総輸出額に占める割合｡
３. ����・��年の相手国別輸出額は横浜港分を除く｡
４. ����年の輸出額には�・�月分が含まれていない｡

出所) 大蔵省編 『(大)日本外国貿易年表』 各年版；商工省編 『工場統計表』 各年版｡
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立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表３ 台湾・朝鮮の農機具輸移入額 (1920～1939年)

(単位：千円)

年次 総額 輸入額
主要輸入国別

移入額
アメリカ イギリス フランス 中国

台

湾

���� ��� �� �� � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� �� �� � �� � ������� ��� �� � � �� � ������� ��� �� �� � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� � � � � � ������� ��� � � � � � ������� ��� � � � � � ������� ��� � � � � � ������� ��� � � � � ������� ��� � � � � � ������� ��� � � � � � ������� ��� � � � � ������� ��� � � ������� ����� � � �����
年次 総額 輸入額 アメリカ イギリス ドイツ 中国 移入額

朝

鮮

���� ��� � � � ������� ��� �� � �� � ������� ��� �� �� � � ������� ��� �� �� � � � ������� ��� �� � � � � ������� ��� � � � � � ������� ����� � � � � � ��������� ��� � � � � ������� ��� � � � � � ������� ����� �� � � �� � ��������� ����� �� � � � � ��������� ����� �� � � � � ��������� ����� � � � � � ��������� ����� � � � � � ��������� ����� �� � � � � ��������� ����� �� � � � � ��������� ����� �� � � � � ��������� ����� �� � � � � ��������� ����� �� � � � ��������� ������ �� � � � ������
注) １. 工匠具, 部分品を含む｡
２. 朝鮮の輸移入額は����年から ｢工匠具・部分品｣ を含む｡

出所) 台湾総督府編 『台湾 (外国) 貿易年表』 各年版；朝鮮総督府編 『朝鮮貿易年表』 各年版｡

����������������������������������������������������������������



統計を用いる際の問題点と限界について整理

しておきたい｡ 戦前日本の 『(大) 日本外国

貿易年表』 において, ｢農業機械｣ は単独の

品目として登場しない｡ 輸出統計では, ����
年まで農機具が工匠具と一括して計上される｡����年以降は ｢農具｣ のみで計上されるが,
大分類では ｢金属製品｣ に分類されており,

輸出統計における農機具は鋤, 鍬, 犂等の小

農具が中心であったと推測される｡

このように農業機械の輸出に関して, 日本

側からの貿易統計のみで確認することは不可

能である｡ 移出市場の朝鮮, 台湾に関しても

それぞれの貿易統計から農業機械の移入状況

は確認できず, 日本同様に ｢農具｣ の輸移入

に関してのみデータが入手可能である｡ 但し,

『台湾貿易年表』 では, ｢農業機械｣ が����年
以降に登場するが, 『朝鮮貿易年表』 では,

戦前期に単独の項目として ｢農業機械｣ は掲

載されなかった｡ ｢農具｣ に関しても日本,

朝鮮, 台湾で工匠具を含める時期に違いがあ

り, 連続した時系列での考察は行えない｡

以上の点は ｢原動機｣ も同様であり, 日本

・朝鮮・台湾の各貿易統計から輸移出の動向

は確認できず, とりわけ汎用の用途を有する

原動機は農業用のみの把握が困難である｡ 但

し, 陸用が中心と考えられる小型石油発動機

は, 『日本外国貿易年表』 において����年以
降に確認できる｡

農業機械に関する輸移出の全体像を確認し

ておこう｡ 表２は����年～����年の農機具生
産額 (輸出統計との対比のため, 農具・土工

具を含む) と輸出額, 主要輸出国 (上位５カ

国) の推移を示している｡ 生産額は����年の���万円から����年の����万円に拡大し, 輸
出額は����年の８万円から����年の���万円
に増加した｡ 生産額に占める輸出の割合は����年にわずか�.�％であったが, ����年に��.�％に達した｡ 輸出先では, 関東州・満州
国が首位を独占し, 両地域の輸出全体に占め

る割合は徐々に上昇していったことがわかる｡

関東州・満州国以外では, アメリカ, 中国,

フィリピン, 香港, 英蘭インドが主要な輸出

相手国であったが, 輸出額において両地域に

大きく及ばなかった｡

さて, 表２の輸出率と表１の輸出依存率は,

分母の生産額が異なるため, 前者が低く算出

される｡ 表１の生産額は推計値を含めた農業

機械単独のデータであり, 表２では前述のよ

うに, 輸出統計に農具・土工具が含まれるた

め, 農業機械生産額に農具・土工具の生産額

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���

表４ 朝鮮の農業機械普及台数 (1928～1934年)
(単位：台)

年次
石油発動機

動力籾摺機 精米機

用

途

灌漑機械 調整機械 その他���� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ����� ����� ��� ����� �����
注) １. ����年より ｢籾摺機｣・ ｢精米機｣ は籾摺業者・精米業者・肥料商等の営業用に使

用するものを除外｡
２. 石油発動機の ｢調整機械｣ は籾摺, 脱穀, 精米機械用｡
３. 石油発動機の ｢その他｣ は綿繰用, 乾繭用, 耕耘用等｡

出所) 朝鮮総督府編 『農業統計表』 各年版｡
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を合算したデータである｡ 農業機械単独の輸

出額, または推計値が現時点では判明しない

ため, さしあたり本稿では両者を掲げること

にした｡

続いて, 台湾・朝鮮の農機具輸移入につい

て検討しよう｡ 表３は台湾・朝鮮の����年～����年における農機具の移入額・輸入額・主 要輸入国を示している｡ 台湾の日本からの移

入は����年の��万円から����年の���万円に
順調に拡大している｡ 一方, 台湾の輸入額は����年の３万円から����年の��円に大きく減
少し, 日本からの移入額と対照的な動きを示

した｡ 主要輸入国はアメリカ, イギリス, フ

ランス, 中国であったが, アメリカが����年

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表５ 農業機械輸移出台数の

年 次 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
朝

鮮

動力耕耘機 � ��
人力脱穀機 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
動力脱穀機 ��� ��� ��� ��� ��� ����� �����
籾摺機 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
精米機 �� ��� ��� ��� ��� ��� ���
農用噴霧機 ��� ��� ����� ����� ����� ����� �����

台

湾

動力耕耘機
人力脱穀機 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
動力脱穀機 � ��
籾摺機 �� �� �� �� �� ��
精米機 �� � �� �� ��
農用噴霧機 ��� ��� ��� ��� ����� ����� �����

満

州

動力耕耘機 � ��
人力脱穀機 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
動力脱穀機 �� �� �� �� ��� ����� �����
籾摺機 �� �� ��� ���
精米機 ��� ��� ��� ��� ���
農用噴霧機 ��� ��� ����� ����� ����� ����� �����

そ
の
他

動力耕耘機 �� �� ��
人力脱穀機 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
動力脱穀機 �� ��
籾摺機 ��� �� ����� �����
精米機 �� ��� �� ��
農用噴霧機 ��� ��� ����� ����� �����

合

計

動力耕耘機 �� �� ��
人力脱穀機 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
動力脱穀機 ��� ��� ��� ����� ����� ����� �����
籾摺機 ��� ��� ��� ����� ��� ����� �����
精米機 �� ��� ��� ��� ��� ��� �����
農用噴霧機 ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

注) １. 農機具輸出振興会の調査｡
２. ｢その他｣ 地区は, 主として中国, 東南アジア諸国, 南洋諸島等｡

出所) 農林省農業改良局研究部 『最近における農機具工業の動向 (総括編)』, ����年｡
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に２万円, フランスが����年に４万円を輸出
した他は単年度の輸出額が非常に小さい｡

朝鮮の日本からの移入は����年代に増減を
繰り返すが, ����年代に入ってから順調に拡
大し, ����年の��万円から����年の����万円
に増加した｡ 輸入額は最大が����年の３万円,
最低が����年の����円であり, 総輸移入額か らみて無視しうる程の少額であった｡ 主要な

輸入相手国はアメリカ, イギリス, ドイツ,

中国であり, 台湾との違いはフランスの代わ

りにドイツが入っている点である｡ ����年に
ドイツから１万����円の輸入がみられるが,
総じて台湾同様に単年度の輸入額は無視しう

る額にとどまっている｡ 事実上, 台湾・朝鮮

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���
推移 (1931～1945年)

(単位：台)���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ � � � �������� ������ ������ ������ ������ ����� ��� ���������� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ����� ������ ����� ������ ����� ���� �� �� � ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ��� �� ��� �� ���� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� � ������ ����� ����� ����� ����� ���� � �� �� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ��� �� ��� �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ����� �� �� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� �� �� �� �� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ����� ����� ����� ����� ��� �� �������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ���
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の農機具輸移入は日本からのみといってよく,

両者を比較すれば, 日本にとって朝鮮市場の

重要性が高かったといえよう｡ 以下では, 朝

鮮, 台湾, 満州の順に各市場の動向を整理し

よう｡

表４は����年～����年の朝鮮における農業
機械普及台数を機種別に示したものである｡

石油発動機は����年の����台から����年の����台に増加し, 増分はほぼ籾摺・脱穀の調
整機械の利用拡大であった｡ 作業機械では,

動力籾摺機が����年の����台から����年の����台に減少する一方, 精米機が����年の����台から����年の����台に増加した｡ ����
年の普及台数で比較すれば, 人口・耕地面積

の違いがあるものの, 日本国内と比較して朝

鮮の農業機械化は大きく遅れており, 朝鮮の

普及台数は石油発動機の普及台数が日本国内

の����, 籾摺機が同じく����程度であった｡
表５は����年～����年における農業機械の

国・地域別の輸移出台数の推移を示したもの

である｡ 朝鮮への移出では, 人力脱穀機が最

大の品目であり, ����年には３万����台が移
出され, 他地域 (台湾・満州・その他) を圧

倒している｡ 一方, 動力脱穀機の移出は最大

の����年でさえ����台にとどまり, ｢人力｣
が主力製品であったことがわかる｡ 日本国内

では, ����年代以降に石油発動機・電動機を
中心とする小型原動機の普及が本格化したが,

戦前期を通して朝鮮では農業の動力化は進展

しなかった｡ 表４では減少傾向がみられた籾

摺機は, 表５においても, 移出額が脱穀機に

比べて著しく低水準である｡ 脱穀機・籾摺機

以外の製品では, 噴霧機の移出が戦時体制下

で拡大した点が目立ち, ����年～����年に噴
霧機は毎年１万台余りが移出された｡

ここで戦間期の朝鮮における農業事情と農

業機械の関係について整理しておこう８)｡ 日

本の食糧不足対策と外米輸入削減による貿易

赤字の減少を目的に, 朝鮮では耕種法改善・

土地改良等が����年から ｢産米増殖計画｣ と
して実施された９)｡ ����年以降, ｢産米増殖
更新計画｣ に引き継がれた産米増殖計画では,

融資事業・水利事業・開墾助成等が実行に移

された��)｡ その後, 昭和恐慌とそれに続く米
の供給過剰が顕在化する����年代に内地米保
護の関係から��), 増産政策はその役割を終え
た｡

従来, 朝鮮農業における農業機械の利用に

ついては, 土地改良事業と連繋した灌漑機械

とそれに用いられる発動機が注目されてきた｡

しかし日本国内と比較して, 籾摺機, 脱穀機

等の作業機械の普及活動が停滞していたわけ

ではない｡ 例えば, ����年に朝鮮慶尚北道に
おいて, 農会・勧業模範場を中心に農用小型

発動機の講習会が開催され, 外国製発動機の

利用について行政関係者��名, 民間��名が受
講している��)｡ 動力作業機械に関しては, 日
本国内から農林省技師を招聘し, 講習会が多

数開催されていた��)｡ 朝鮮における農業機械

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

８) 朝鮮における農業機械・農機具の展開につい
ては, 飯沼二郎 ｢日帝下朝鮮における農業革命｣

飯沼二郎・姜在彦編 『植民地期朝鮮の社会と抵
抗』 未来社, ����年；同 ｢朝鮮総督府の農業技
術｣ 同編 『近代朝鮮の社会と思想』 未来社,����年参照｡
９) 永井威三郎 ｢朝鮮の稲作｣ 柳田国男他編 『稲
の日本史』 筑摩書房, ����年, ��～��頁｡��) 朝鮮における産米増殖計画については, 河合
和男 『朝鮮における産米増殖計画』 未来社,����年参照｡��) 戦間期の移入米と内地米との関係については,
中島航一 ｢米の日本帝国内分業と外米依存の構
造｣ 『社会経済史学』 第��巻第６号 (����年３
月) 参照｡��) ｢慶尚北道農会主催農用小型発動機講習会状
況｣ 朝鮮農会編 『朝鮮農会報』 第��巻第��号
(����年��月)｡��) 例えば, ����年９月勧業模範場において, 農
商務省技師・正村愼三郎が講師として招かれ,
動力農具講習会が開かれている (｢動力農具講
習会の開催｣ 朝鮮農会 『朝鮮農会報』 第��巻第
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化の機運も日本同様に高揚していたと思われ,

こうした朝鮮内の動きに対応して日本のメー

カーも朝鮮進出を目論むものの, 一部を除き

本格化しなかった｡ 中でも販売面の条件が厳

しく, 日本メーカーの販売活動は, 朝鮮在来

の農具商を利用した間接販売ルートと支店・

出張所設置による直接販売ルートの２ルート

から行われたが, 移出市場の困難さからか,

多くは前者の間接販売ルートが利用された��)｡
直接販売ルートはアフターサービス等の対応

も可能であったが, 間接販売ルートは委託・

取次販売であり, 技術指導・サービス面で不

十分な点が多く, 失敗した例も多かった��)｡
朝鮮での農業機械生産に関して, 『朝鮮工場

名簿』 をみれば��), ����年の��工場 (朝鮮人

経営��工場・日本人経営��工場, 以下同) か
ら����年の��工場 (��工場・��工場) に増加
した｡

次に台湾市場を表５から検討しよう��)｡ 日
本からの農業機械の移入は, 全体的に朝鮮よ

りも低調である｡ 移入の中心製品は人力脱穀

機であり, 朝鮮と同様である｡ しかし, 人力

脱穀機の移入台数は, 最大で����年の����台
にとどまり, 朝鮮の移入台数の ���以下で
ある｡ 他の調整機械の動力脱穀機・籾摺機の

移入台数は無視しうるほど小さい｡ 表３から

農機具の輸移入をみても, 台湾の移入額は朝

鮮よりも著しく少額であり, 他国からの輸入

比率も小さい｡ なお台湾に関しては, 農業機

械輸入の動向が判明し, 表６は����年～����
年の台湾の農業機械輸入を示している｡ 輸入

額は����年の��万����円が最高であり, 年次
毎の変動が非常に大きい｡ 恐らく台湾の農業

機械輸入はスポット的に行われ, 安定的な販

路が形成されなかったためと考えられる｡ 輸

入相手国では当初, ドイツの比重が高かった

が, ����年代以降はイギリスのほぼ独占状態
であった｡

台湾における農機具・農業機械の輸移入は

比重が小さい｡ しかし, 低い輸移入の状況＝

台湾における農業機械需要の低迷ではない｡

『台湾貿易概覧』 によれば, ����年に農業機
械に関して ｢本品ノ需要ハ比年激進シ ……

(中略) …… 最近ニ至リ大農式ノ発達, 農

耕法ノ機械化｣ が進展したが, ｢島内ニ於ケ

ル割安生産品ノ対抗的進出等ニ阻マレ｣ たた

め, 農業機械の輸入が減退したことが強調さ

れている��)｡ また����年の同概覧には, ｢内
地品ノ模倣製作品台頭｣ によって ｢移入ハ本

年ニ至リ急激ニ衰へ｣ ていったことが述べら

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���
表６ 台湾の農業機械輸入額 (1928～1936年)

(単位：円)

年次 総額 アメリカ イギリス ドイツ���� ������� ������ ������ ����������� ������� ����� ������� ������� ������� �� ������ ���������� ����� ��� ��������� ����� ������������� ������� ����������� ������ ���������� ������ ������ ������
注) ����年以降, 農業機械は ｢その他機械｣ に合算｡
出所) 台湾総督府編 『台湾 (外国) 貿易年表』 各年版｡

９号, ����年９月)｡ その他, 各地で動力農具
講習会が開かれていたことが 『朝鮮農会報』 の
各掲載記事から確認できる｡��) 廣部達三 ｢朝鮮農具界視察所見｣ 朝鮮農会
『朝鮮農会報』 第��巻第８号 (����年８月)｡��) 二瓶貞一 ｢朝鮮農機具界の展望｣ 朝鮮農会
『朝鮮農会報』 第��巻第９号 (����年９月)｡��) 以下のデータは, 許粹烈 ｢日本帝国主義下朝
鮮人工場の動態―����年代 『朝鮮工場名簿』 の
分析を中心に―｣ 中村哲・安秉直 『近代朝鮮工
業化の研究』 (日韓共同研究・植民地期の朝鮮
経済２) 日本評論社, ����年, ���頁による｡��) 戦前期における台湾農業の概況については,
斉藤一夫編 『台湾の農業』 アジア経済研究所,����年参照｡ ��) 台湾総督府財務局税務課 『台湾貿易概覧』 昭

和８年, ����年, ���頁｡
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れている��)｡ 過大評価は禁物であるが, 台湾
では農機具, 農業機械に関してある程度の輸

移入代替が成し遂げられていたのではなかろ

うか｡ 表７は����年～����年の台湾の精米機
輸出を示している｡ ����年当初わずか����円
であった精米機輸出は, ����年の２万����円
まで拡大した｡ 輸出相手国では中国が最大で

あり, ����年代から����年代はほぼ中国向け
の輸出のみである｡ ����年代に入って香港の
地位が上昇したが, 香港は中国への中継地と

考えられるため, 実質は中国向け輸出に特化

していたといってよい｡ 輸出額は全体的に少

額であったが, こうした精米機輸出の増大は,

台湾における農機具・農業機械生産の進展を

示唆していよう｡

最後に満州市場の動向を検討しよう｡ 表８

は����年～����年の満州の農業機械輸入額の
推移を示している｡ 日本 (朝鮮を含む) の輸

出額は, ����年の��万円から����年の��万６
千円に低下し, 一方, 同期間の総輸入額は,����年の��万円から����年の��万円に急伸し
ているため, 日本の相対的地位は低下した｡

同期間はアメリカ, ドイツの輸出増大が顕著

であり, 両国の大型農業機械が満州に輸出さ

れたと考えられる｡ しかし, 総輸入額は����

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表７ 台湾の精米機輸出額 (1916～1938年)

(単位：円)

年次 総 額
輸出国別

中国 蘭領インド 香港 仏領インド 英国海峡植民地 フィリピン���� ����� ��������� ����� ����� ������� ����� ��������� ����� ����� ������� ��� ������� ����� ��������� ������ ���������� ������ ������ ������ ������ ���������� ������ ���������� ������ ������ ����� ������� ������ ������ ��� ����� ����� ������� ������ ����� ��� ��� ������� ������ ������ ��� ������� ������ ������ ������� ����� ����� ������� ������ ������ ��������� ������ ����� ��� ��������� ������ ����� ��������� ������ ����� ��� ����� ������� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ������� �� ��
注) 部分品を含む｡
出所) 表６に同じ｡

��) 台湾総督府財務局税務課 『台湾貿易概覧』 昭
和９年, ����年, ���頁｡
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年の��万円から����年に８万円まで急落した｡
満洲事変後の����年以降をみれば, 全輸入額
に占める日本の比重が圧倒的に高まり, アメ

リカが低迷する一方でドイツが日本に次ぐ地

位を占めた｡

表５から日本からの満州向け輸出を製品別

に検討すれば, 他地域と比較して農用噴霧機

の輸出台数が極めて多い｡ ����年の���台か
ら漸増していった農用噴霧機の満州向け輸出

は太平洋戦争開始前後から飛躍的に拡大した｡

噴霧機の輸出台数は����年の２万����台,����年の６万����台に達し, 全輸出台数の��.�％を占めた｡ 噴霧機輸出は戦時期の棉花
増産政策に支えられて拡大し��), 日本国内の
資材不足・輸送面の問題から輸出が減少する����年まで噴霧機の輸出ブームが続いた｡
満州では従来, 木材製の構造簡便な在来農

具が主に用いられていた��)｡ 満州事変以前に
少数のアメリカ製トラクターを中心に輸入さ

れていた農業機械は, 開墾等に使用されてお

り��), ����年以降, 日本人移民向けに行政主
導の農業機械の普及・奨励が行われた｡ ����
年に南満州鉄道株式会社・経済調査会は農業

機械を対象に調査を行い��), 調査会での検討
結果は, 満州農業の特質から判断して, 戦前

期日本での普及の中心であった脱穀機, 籾摺

機等の調整機械よりも耕耘・刈取作業に利用

できるトラクターの普及を重視するというも

のであった｡ そこで調査会は, 日本国内での

生産が未発達なため, アメリカからの輸入に

依存していたトラクター生産の自給化が目指

し, 農業機械工場新設を含む諸施策を打ち出

した��)｡ 行政側の対応では, ����年に満州農

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���
表８ 満州の農業機械輸入額 (1925～1935年)

(円)

年次 総額
日本

アメリカ ドイツ カナダ イギリス その他
合計 内地 朝鮮���� ������� ������� ������ ������ ������ ������ … ����� ���������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ����� ������ ���������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ����� ����� ���������� ������� ������� ������� ����� ������� ������� ������ ����� ��������� ������� ������� ������� ����� ������� ������� ������ ������ ���������� ������� ������ ������ ����� ������� ������� ������ ������ ���������� ������ ������ ������ ����� ������ ������ … ��� ��������� … … … … … … … … …���� ������ ������ ������ �� ����� ����� … … ������� ������� ������� ������� ��� ������ ������ … ��� …���� ������� ������� ������� ��� ������ ������ … ����� �����

注) １�原データが海関両の����年～����年の輸入額は円に換算している｡ 換算方法は, 杉原薫 『アジア間貿易の形成と
構造』 ミネルヴァ書房, ����年, ���頁による｡
２�����～����年の範囲は大連・牛荘・安東港｡

出所) ����～����年：南満州鉄道株式会社庶務部調査課 『満州貿易詳細統計』 各年版｡����～����年：『農業と機械』 第��巻第���号 (����年�月), ��頁｡

��) 前掲 『日本経済と農業』 下, ���頁｡��) 薗村光雄 『満洲在来農具解説』 満洲農機具協
会, 出版年不明｡

��) 満史会 『満州開発四十年史』 満州開発四十年
史刊行会, ����年, ���～���頁｡��) 南満州鉄道株式会社経済調査会 『機械農具製
作工業対策』 (立案調査書類・第６編第��巻),����年｡��) 満州における農業機械化に対する経済調査会
の構想がどのような形で実行に移されたのかに
ついては今後の課題としたい｡
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具改良研究委員会が設置され, 克山農事試験

場, 鳳凰城農事試験場で農業機械の試験研究

が始まった｡

他方, 民間側における生産状況をみれば,

関東州 (大連) における日本人経営の諸工場

が����年代以降, 農業機械生産に参入した｡
一例を挙げれば, 大連の貿易商社・鳥羽洋行

傘下の鳥羽鉄工所 (����年設立) は����年に
満州農具株式会社 (資本金５万円) を同工場

の子会社として設立し, 農機具の研究・試作

品の製造を開始した��)｡ 戦時期以降では,����年以降に国内中小機械工場の満州移駐が
活発化し��), ����年時点で全��の移駐工場中,
最大の��工場が農業機械・農機具工場であり,
次に自動車関連の��工場が続いた��)｡
第２節 輸入状況

表９は����年～����年の作業機械輸入相手
国の上位５カ国を示したものである｡ 作業機

械の輸入額は����年の���万円から����年の���万円に大きく下落した後, ����年の���万
円まで急騰し, 以後����年代後半に���万円
から���万円の間を推移する｡ 輸入額は昭和
恐慌を契機として����年の���万円から����
年の��万円へ����年代前半に急落し, ����年

より再び上昇に転じ, ����年の輸入額は���
万円であった｡ 主要相手国では一貫してアメ

リカが首位を占め続け, 輸入額全体に占める

割合も����年の��.�％を除いて高い水準を維
持した｡ 続く輸入先では, イギリス, ドイツ

の輸入額が多かったものの, アメリカに大き

く差をつけられており, その他の国の輸入額

は無視しうる程度の低水準であった｡

さて, 以上の輸入額には 『(大) 日本外国

貿易年表』 の ｢農具｣ と ｢工匠具｣ が一括で

計上されている｡ 従って農業機械単独の輸入

量・額について確認できない｡ 表１の農業機

械生産額と表９の輸入額を比較すれば, ����
年の生産額���万円⇔輸入額���万円, ����年
の生産額���万円⇔輸入額���万円になり, 表
９の輸入額が実際の農業機械輸入額よりかな

り過大に計上されていると判断できる｡ そこ

で表１では, 日本の農業機械輸入の大部分を

アメリカが占めていると仮定して, アメリカ

の対日農業機械輸出額から輸入額を推計した｡

表１から輸入依存率をみれば, ����年の��.�
％から急減し, ����年～����年まで８％から
９％の幅を上下した後, ����年代以降に更な
る減少カーブを描いていることがわかる｡ 他

の時期と比較して高水準の����年代前半の輸
入依存率は, 当時, 政策的に北海道を中心に

輸入された高額のトラクター関連輸入のため

と考えられる｡

このように, 日本側の貿易統計のみから農

業機械の輸入について検討することには限界

が伴う｡ そこで主要輸入相手国のアメリカ,

イギリスの貿易統計から対日輸出の状況につ

いて検討しよう｡

表10は����年～����年のアメリカ製農業機
械の対日輸出額の推移を示している｡ ����年
の��万６千ドルから����年の��万７千ドルま
で増加したアメリカの対日輸出額は, ����年
以降は増減を繰り返しつつも, ��万ドル後半
を維持した｡ しかし����年の大恐慌を契機に,����年には, わずか３万３千ドルまで低下し

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

��) 鳥羽洋行六十五年史編集委員会 『柏樹』 株式
会社鳥羽洋行, ����年, ��頁｡��) 満洲興業銀行 ｢日本中小工業満洲移駐工場ノ
概況｣ ����年, １頁｡ 満州工業化政策全体にお
ける移駐工場の位置づけについては, 小林英夫
｢����年代 『満洲工業化』 政策の展開過程｣ 『土
地制度史学』 第��号 (����年７月), ��頁参照｡
戦時期の民間企業の満州移駐に関して, 一次資
料から具体的に明らかにした近年の研究では,
落合功 ｢戦時期, 食品企業の満州進出について
―満州ヤマサ醤油株式会社を例にして―｣ 『修
道商学』 第��巻第�号 (����年�月) がある｡��) 満洲興業銀行考査課 ｢康徳十年度に於ける日
本中小工業満洲移駐に付て｣ 『満洲財界事情』
９号, ����年｡
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表９ 主要相手国別の農機具輸入額 (1920～1942年)

(単位：千円)

年次 総輸入額 １位 価額 ２位 価額 ３位 価額 ４位 価額 ５位 価額���� ����� アメリカ �����(����％) イギリス ��� ドイツ �� スウェーデン �� スイス ������ ����� アメリカ �����(����％) イギリス ��� ドイツ �� フランス �� スイス ������ ����� アメリカ ���(����％) ドイツ ��� イギリス �� フランス �� スウェーデン ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� 関東州 �� フランス ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� フランス �� スウェーデン ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� フランス �� スウェーデン ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� フランス �� スウェーデン ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� フランス �� スウェーデン ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� スウェーデン �� フランス ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� フランス �� スイス ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� イギリス ��� スウェーデン �� フランス ������ ����� アメリカ ���(����％) ドイツ ��� イギリス �� スウェーデン �� スイス ������ ��� アメリカ ���(����％) ドイツ ��� イギリス �� フランス �� スウェーデン ������ ��� アメリカ ���(����％) ドイツ �� イギリス �� スウェーデン �� フランス ������ ����� アメリカ ���(����％) ドイツ ��� スウェーデン �� イギリス �� スイス ������ ����� アメリカ ���(����％) ドイツ ��� スウェーデン �� イギリス �� スイス ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� スウェーデン �� イギリス �� スイス ������ ����� アメリカ �����(����％) ドイツ ��� スウェーデン �� スイス �� イギリス ������ ��� アメリカ ���(����％) ドイツ �� スイス �� スウェーデン �� イギリス ������ ��� アメリカ ���(����％) ドイツ �� スウェーデン �� スイス � イギリス ����� ��� イタリア ���(����％) アメリカ �� スウェーデン �� ドイツ �� イギリス ����� ��� アメリカ ���(����％) スウェーデン �� ドイツ �� イギリス � 関東州 ����� � ドイツ �(����％) スウェーデン � アメリカ � 中国 � スイス �
注) １. 工匠具, 部分品含む｡
２. ����・��年の相手国別輸出額は横浜港分を除く｡
３. ����年の輸出額には�・�月分が含まれていない｡
４. アメリカの価額の (％) は日本の総輸入額に占める割合｡

出所) 大蔵省編 『(大) 日本外国貿易年表』 各年版｡
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た｡ その後対日輸出額は再び上昇に転じ,����年には��万３千ドルに回復した��)｡ ���� 年に最高値を示した耕作機械輸入は, ｢北海

道方面ニ於ケル大農組織ノ農場……ノ需要多

カリシ為｣ 輸入されたものであった��)｡ ����
年以後は主に北海道, 満洲再輸出向けトラク

ターが輸入の過半を占めた��)｡ 製品別の輸出
構成比では耕作機械・トラクターが過半を占

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

『農業と機械』 第��巻第���号, ����年��月)｡��) 大蔵省主税局編 『外国貿易概覧』 大正９年,����年, ���頁｡��) 中地小平 ｢満洲に於ける最近農機界の動向｣
『農業と機械』 第��巻第���号 (����年８月)｡

表10 アメリカ製農業機械の対日輸出額 (1920～1942年)
(単位：ドル)

年次 総輸出額 対日輸出額 耕作機械 収穫機械 調整機械 トラクター その他���� ���������� ������� (���％) ������ ����� ��� … ���������� ���������� ������� (���％) ������ ������ ����� ������ ���������� ���������� ������� (���％) ������ ����� ����� ������� ���������� ���������� ������� (���％) ������ ������ ����� ������� ����������� ���������� ������� (���％) ������ ������ ������ ������� ���������� ���������� ������� (���％) ������ ������ ����� ������ ���������� ���������� ������� (���％) ������ ������ ��� ������� ���������� ���������� ������� (���％) ������ ������ ����� ������� ���������� ����������� ������� (���％) ������ ������ ��� ������� ���������� ����������� ������� (���％) ������ ������ ����� ������ ���������� ����������� ������� (���％) ������ ������ �� ������ ���������� ���������� ������ (���％) ����� ������ ��� ������ ���������� ���������� ������ (���％) ����� ����� �� ������ ��������� ���������� ������ (���％) ��� ����� ��� ������ ��������� ���������� ������ (���％) ����� ����� �� ������ ��������� ���������� ������ (���％) ����� ����� ����� ������ ���������� ���������� ������� (���％) ����� ������ ����� ������� ���������� ���������� ������� (���％) ����� ������ ��� ������� ��������� ���������� ������� (���％) ����� ����� ����� ������ ���������� ���������� ������ (���％) ��� ����� �� ������ ������� ���������� ������ (���％) ����� ��� � ������ ������� ���������� ������ (���％) � ��� � ������ ������ ���������� … (���％) … … … … …

注) １. アメリカの貿易統計において農業機械は初期の�分類から����年以降, 最大で��分類に細分化される｡
本表では統計の連続性, 日本における農業機械分類を参考としながら, ５分類に集計｡
２. ｢対日輸出額｣ の (％) は総輸出額に占める対日輸出の割合｡
３. トラクターには車輪型, キャタピラー型, 一部エンジンを含む｡
４. トラクターが農業機械に分類されるのは����年以降である｡

出所) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������各年版.��) アメリカの農業機械工業も大恐慌から立ち直
り, ����年に売上高が����年に記録した最高額
の５億����万ドル水準まで回復した｡ トップメ
ーカーのインターナショナル・ハーベスターの株
価は����年の��ドル���から���ドルに上昇し
た｡ メーカー側からみた回復要因として, アメ
リカの農機工業売上高の��％を占めるトラクタ
ーの中で, 小型トラクターの開発・普及が進ん
だことが挙げられている (｢米国農機業界の動向｣
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め, 中でもトラクターの輸入割合は高く,����・��年には輸入の大部分がトラクターで
あった｡ 次に収穫機械が続き, 国内の中心機

種であった調整機械 (籾摺機・脱穀機) の対

日輸出額は主要４製品の中では最も低かった｡

こうした輸入構成は国内の生産状況を強く反

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���
表11 アメリカ製トラクターの対日輸出額 (1922～1939年)

(単位：ドル)

年次

総数 ��馬力以下
台 数

(�) 価 額

(�) �台当たり
の単価
(�)�(�) 台 数

(�) 価 額

(�) �台当たり
の単価
(�)�(�)���� ��� ������� ����� �� ����� ������� ��� ������ ��� �� ������ ������� �� ������ ��� �� ����� ������� �� ������ ��� … … …���� ��� ������ ��� … … …���� ��� ������ ��� … … …���� ��� ������ ��� ��� ������ ������� �� ������ ��� � ����� ������� �� ����� ��� � ����� ������� �� ������ ��� � ����� ������� � ������ ����� � � ����� �� ������ ����� � ����� ������� � ����� ����� � � ����� �� ������ ����� � � ����� �� ������ ����� � ����� ������� �� ������ ����� � ����� ������� �� ������ ����� � � ����� � ����� ����� � � �

注) １. トラクター総数はキャタピラー型を除く｡
２. ��馬力以下トラクターにはガーデントラクターを含む｡

出所) 表��に同じ｡
表12 1920年代初期の輸入トラクター

機種名 製造所名 国名 馬力 重量 (㎏) 価格 (円)

アリーズ・チャルマートラクター アリーズ・チャルマー アメリカ ���� ����� �����
カードル・トラクター カードル アメリカ ���� ����� �����
オート・トラクター ミッドウェスト アメリカ ��� ��� ���
シマー シマー・モートキュルトア スイス ��� ��� �����
ニューブリテン・トラクター ニューブリテン アメリカ ��� ��� �����
アベリー・トラクター アベリー アメリカ ���� ���
アベリー大型トラクター アベリー アメリカ ���� �����
フォードソン・トラクター フォード アメリカ ���� �����
注) 機種名・製造所名は原資料による｡
出所) 馬場常二・大橋義男 『最新小型発動機詳解』 日本小型発動機研究会, ����年｡
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映しており, 国内生産によって内需に対応可

能な調整機械に対して, 国内の生産体制が不

十分であった耕作機械・トラクターが作業機

械輸入の中心であった｡ 全体的に戦間期にお

いてアメリカの作業機械輸出全体に占める対

日輸出の割合は����年の�.�％が最高であり,
アメリカメーカーにとって日本市場の位置は,

相対的に低かったといえよう｡

続いて, アメリカの農業機械輸出の中心機

種であったトラクターの対日輸出について,

表11から検討しよう｡ 貿易統計上のトラクタ

ーは, 農業用に利用された車輪型のホイール

・トラクターと土木作業に利用された無限軌

道型のキャタピラー・トラクターに大別され,

それぞれ馬力別に計上されている｡ 表12は����年代初期に岡山県で利用されていた輸入
立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

表13 イギリス製トラクター用プラウの対日輸出額
(1920～1937年)

年次 輸出量 (トン) 輸出額 (ポンド)���� �� ��������� � ��������� �� ��������� �� ��������� ��� ���������� �� ��������� � ������ � ������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� � ������� � ���
出所) ���������������������������������������������������������������������������������������各年版.

表14 主要相手国別の内燃

年次 輸入量 輸入額 １位 数量 価額 ２位 数量 価額 ３位���� ����� ��� アメリカ ����� ��� スウェーデン ��� ��� イギリス���� ������ ����� イギリス ����� ����� アメリカ ����� ��� フランス���� ����� ����� アメリカ ����� ��� イギリス ��� ��� ドイツ���� ������ ����� アメリカ ����� ��� ドイツ ����� ��� スウェーデン���� ������ ����� アメリカ ����� ����� スウェーデン ����� ��� イギリス���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ����� ��� スイス���� ������ ����� アメリカ ������ ����� スイス ������ ����� イギリス���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ����� ��� ドイツ���� ������ ����� アメリカ ������ ����� ドイツ ����� ��� イギリス���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ����� ��� イタリア���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ����� ��� ドイツ���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ����� ��� ドイツ���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ����� ��� ドイツ���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ��� ��� ドイツ���� ������ ����� アメリカ ����� ����� イギリス ��� ��� スイス���� ������ ����� アメリカ ������ ����� イギリス ��� ��� スイス���� ����� ��� アメリカ ��� ��� イギリス ��� ��� スイス���� ����� ��� アメリカ ����� ��� イギリス ��� �� フランス

注) １. ����～����年 ｢瓦斯, 石油, 熱気機関｣｡
２. ����～����年 ｢瓦斯, 石油熱気機関 (�����以下)｣｡
３. ����年～ ｢内燃機関 (�����以下)｣｡
４. ����年は関東大震災の為, 一部不明｡
５. ����年以降は重量別に計上されず, ｢内燃機関 (其の他)｣ で一括計上される｡

出所) 表９に同じ｡
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トラクターの一覧であるが, スイス製のシマ

ーを除き全てアメリカ製であり, 馬力も��馬
力以下の小型トラクターであった｡ トラクタ

ー輸入は����年代に集中し, 輸入台数では����年の���台 (８万����ドル), 輸入額では����年の���台 (��万����ドル)が最高である｡
小型トラクター (��馬力以下) の輸入は,
ほぼ全トラクターの輸入と同様の軌跡を描く

が, 輸入額全体に占める小型トラクターの割

合は, 年度毎に大きく変動し, ����年の��.�
％ (���台) から����年の�.�％ (２台) まで
大きな幅があるが, 全体としてその割合は低

下傾向にあった｡ ����年代には国産耕耘機の
開発・普及も限定的ながら進んだ点と考え合

わせると, 小型トラクターの輸入代替化が同

時期に進展した可能性を窺わせる｡ 単純に輸

入額を輸入台数で除算し, １台当たりの単価

をみれば, ����年代と����年代で大きな相違
点が観察され, ����年代が����年の����ドル
を除き, ���ドルから���ドル前後の幅で推移
するのに対し, ����年代は����ドル前後の価
格水準を維持した｡ ����年代は全体の輸入台
数・額では低迷していたものの, 大型で単価

の高いトラクターが輸入されていたと推測さ

れる｡

次にイギリスついて, 表13から検討しよう｡

イギリスの対日作業機械輸出はトラクター用

プラウのみ確認できる｡ 輸入プラウは主に北

海道で利用されていたが, 輸入は不安定であ

り, 輸入量・輸入額は����年の���トン・１
万����ポンドから����年の１トン・��ポンド
まで大きな幅がある｡ ����年～����年の３年

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���

機関輸入額 (1919～1936年)
(単位：��・千円)

数量 価額 ４位 数量 価額 ５位 数量 価額��� �� カナダ �� � 露領アジア �� ���� ��� スウェーデン ��� �� ドイツ ��� ����� �� スウェーデン ��� �� フランス �� ����� �� イギリス ��� �� フランス �� ������ ��� ドイツ ����� ��� フランス �� ������� ��� ドイツ ����� ��� デンマーク ����� �������� ����� ドイツ ����� ��� スウェーデン ����� �������� ��� スイス ����� ��� スウェーデン ����� �������� ��� スイス ����� ��� スウェーデン ��� ���� �� ドイツ �� � フランス � ���� �� スウェーデン �� � フランス �� ��� �� ドイツ �� �� オランダ � ���� �� イタリア �� �� スイス �� ����� �� スイス ��� �� フランス �� ����� �� ドイツ �� �� スウェーデン � ���� �� スウェーデン � � ドイツ � ������ �� ドイツ � � スウェーデン � ��� �� スイス �� �� スウェーデン �� ��
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間は輸入量が��トンから��トン, 輸入額も����ポンド～����ポンドと比較的安定的な輸
入状況であったが, ����年には５トン・���
ポンドへ大きく下落し, 総じてイギリスから

の作業機械輸入は低調であったとみるべきで

あろう｡

次に発動機の輸入状況を検討しよう｡ 表14

は����年～����年の内燃機関輸入の主要相手
国を示している｡ 同表の内燃機関は農業用に

限定されないが, ここで内燃機関輸入の全体

像を確認しておきたい｡ 輸入額をみれば,����年代は増減を繰り返しつつも, ����年の���万円まで増加傾向を示し, ����年代は昭
和恐慌を契機に低下していき, 全体として����年を頂点とする山型の軌跡を描いている｡
輸入相手国別ではアメリカが����年を除いて
一貫して首位の地位にあり, 輸入額・数量に

おける全体に占める割合も, ����年代中期を
除けば, アメリカが他を圧倒していた｡ イギ

リスが����年以降に輸入相手国別の２位を占
め続けたものの, 輸入額・数量において首位

のアメリカに大きく差をつけられていた｡

内燃機関輸入におけるアメリカの地位は圧

倒的であったが, 表14から農業用発動機の輸

入状況は明らかにしえない｡ そこでまず, 農

業における輸入発動機の利用状況を確認しよ

う｡ 表15は����年代初期に農業用に利用され
た輸入発動機の一覧である｡ 同表の輸入発動

機はスイス製の１製品を除き, 残る��製品全
てがアメリカ製であり, 農業において利用さ

れた輸入発動機もほぼアメリカ製品であった

とみてよい｡ 型式では横型が��製品中��製品
を占め, 馬力は２馬力前後が主流であり, 重

量は���㎏～���㎏の製品が最も多く, 当時の
日本製発動機に比べて非常に軽量であった｡

代理店は４製品のみ判明するが, 全て機械専

門の商社である｡����年代前半の内燃機関の普及状況をみれ
ば��), ����年と����年で大きく様相を変えて
いることがわかる｡ ����年の全普及台数����
台中, 国内製が����台を数え, 外国製はわず
か���台に過ぎない｡ ３年後の����年の調査
では, 全����台中, 国内製����台, 外国製����台と輸入発動機が顕著に増加した｡ とり
わけ岡山の輸入発動機利用の進展は目覚まし

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

��) 農商務省農務局 『五馬力以内農業用発動機及
電動機ノ普及状況ニ関スル調』 ����年｡

表15 1920年代初期の輸入発動機

機種名 製造所名 代理店 国名 型式 馬力 重量(㎏) 価格(円)

フルパワー・ガソリン プリグラス・ストラットン 中央貿易 (大阪) アメリカ 竪型 ��� �� ���
スミス・ガソリン プリグラス・ストラットン アメリカ 竪型 ���� �� ���
ニューウオエー ニューウオエーモートル アメリカ 竪型 ���‒��� ��� ���
ノボ ノボ発動機 アメリカ 竪型 ��� ��� ���
ダベンポート ダベンポート アメリカ 横型 ��� ��� ���
アラモ・ガソリン アラモ発動機 アメリカ 横型 ��� ���
アソシエーテッド・ガソリン ジョン・デプロウ アメリカ 横型 ��� ��� ���
エドワード エドワード アメリカ 横型 ���‒��� ��� ���
インターナショナル インターナショナル・ハーベスター 泰明商会 (東京) アメリカ 横型 ��� ��� ���
アルファ デラヴァル 辰屋商店 (札幌) アメリカ 横型 ��� ��� ���
ゼット フェアバンクス・モース 杉山商店 (大阪) アメリカ 横型 ��� ��� ���
ウィッテ ウイッテ アメリカ 横型 ��� ��� ���
ヘルクレス ヘルクレス・ガスエンジン アメリカ 横型 ��� ��� ���
フェリックス フェリックス スイス 横型 ��� ��� ���
ヘビユデューディ コンソリヂューテッド アメリカ 横型 ��� ��� ���
オッタワ オッタワ アメリカ 横型 ��� ��� ���
ウォシントン ウォシントン アメリカ 横型 ��� ��� ���
出所) 表��に同じ｡
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く, ����年の��台から����年の����台に急増
し, この輸入発動機の普及に刺激されて,����年代中期以降に岡山における小型発動機
生産が活発化していたことが窺えよう｡ ����
年代に農業部門における発動機利用が広汎に

みられたが, アメリカ製を中心とする輸入発

動機が����年代初期の発動機普及を支えてい
たのである｡

日本の公式貿易統計から製品別の検討が不

可能なため, アメリカ, イギリスの貿易統計

から, 製品別の輸入動向を検討しよう｡ 表15

より����年代以降に利用された発動機は５馬
力以下であったことを踏まえ, ここでは農業

部門で主に利用された��馬力以下の小型発動
機に限定して分析する｡ 表16は����年～����
年のアメリカの小型内燃機関輸出額・主要相

手国を示している｡ アメリカの対日小型発動

機輸出額は����年～����年まで国別で首位を
占め, ����年の輸出総額に占める対日輸出の
割合は��.�％に達し, 輸出台数は����台 (輸
出額・��万３千ドル) に上った｡ ����年代前
半にアメリカにとって日本は小型発動機の重

要輸出市場の１つであったが, ����年以降対
日輸出は急速に減少し, ����年には輸出総額
に占める対日輸出の割合は�.�％, 輸出台数
は���台 (１万３千ドル) に低落した｡ 主要

輸出国 (上位５カ国) における順位も年々後

退し, ����年の１位から����年の２位, ����
年の４位, ����年の５位, ����年以降は圏外
になっている｡

表17はイギリスの小型内燃機関の輸出額・

主要相手国を示している｡ 対日輸出はアメリ

カの内燃機関輸出と同様に, ����年を頂点に����年代中期にピークを迎え, ����年に一時
盛り返すものの, ����年代の輸出は低調に推
移した｡ とはいえ, アメリカと比較してイギ

リスの対日輸出は����年の����台 (輸出額・��万３千ポンド), 輸出額全体に占める割合
も��.�％にとどまっている｡ 日本の主要輸出
国 (５カ国) への登場も����年の２位, ����

年の５位の２カ年のみであった｡

表18から内燃機関の重量別輸入額を確認す

れば, ���キログラム以下の内燃機関輸入が����年の��万円から����年の���万円に急増
していることがわかる｡ ����年以降の増加は
高額の自動車・二輪車用エンジンの輸入と考

えられ��), ����年にピークを迎えている｡ 小
型発動機の主要輸入国であったアメリカ, イ

ギリスの対日輸出はともに����年代前半に集
中しており, 日本の農業部門における初期の

普及に大きな役割を果たしたといえるが, 一

方, 日本における農業用発動機の普及は����
年代後半以降も継続し, 増加率も����年代前
半を上回っている｡ 従って, ����年代中期を
画期として, 農業用小型発動機の国産化が進

展したことが推測されよう｡

結 語

本稿では朝鮮・台湾・満州に対する農業機

械の輸移出の状況と輸入動向を検討した｡ 最

後に日本農業機械工業との関係を踏まえつつ,

諸論点を整理し, 今後の研究の展望を試みた

い｡

まず第１は満州農業の機械化についてであ

る｡ 日本からの輸出額は満州国の成立以後に

急拡大し, 量的・質的の双方において, ����
年代中盤以降に満州は輸出市場としての重要

性を飛躍的に高めた｡ 戦前の日本国内では実

現困難なトラクターを中心とする大型農業機

戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���

��) 戦前期の日本自動車工業に関しては, 大島卓
・山岡茂樹 『自動車』 (産業の昭和史��) 日本
経済評論社, ����年；老川慶喜 ｢日本の自動車
国産化政策とアメリカの対日認識｣ 上山和雄・
阪田安雄編 『対立と妥協』 第一法規, ����年；
四宮正親 『日本の自動車産業―企業者活動と競
争力：����～��―』 日本経済評論社, ����年；
呂寅満 ｢戦間期日本における 『小型車』 工業の
形成と展開―三輪車を中心にして―｣ 『社会経
済史学』 第��巻第３号 (����年９月) 参照｡
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立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表16 アメリカの小型内燃機関輸出

年次 総輸出台数 総輸出額

日

本

台数 価 額 順位

主

要

輸

出

国

(

価
額)

１位 台数 価額���� ������ ��������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ������ ������������� ������ ��������� �����( ���％) �������( ���％) � カナダ ������ ������������� ������ ��������� �����( ���％) �������( ���％) � アルゼンチン ����� ����������� ������ ��������� �����(����％) �������(����％) � 日本���� ������ ��������� �����(����％) �������(����％) � 日本���� ������ ��������� �����(����％) �������(����％) � 日本���� ������ ��������� �����(����％) �������(����％) � カナダ ����� ����������� ������ ��������� �����(����％) �������(����％) � カナダ ������ ����������� ������ ��������� �����(����％) �������(����％) � カナダ ����� ����������� ������ ��������� �����( ���％) �������( ���％) � カナダ ������ ����������� ������ ��������� �����( ���％) �������( ���％) � カナダ ������ ����������� ������ ��������� �����( ���％) �������( ���％) � カナダ ����� ����������� ����� ������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ����� ����������� ����� ������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ����� ���������� ����� ������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ����� ���������� ����� ������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ����� ����������� ������ ������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ��� ����������� ������ ������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ����� ����������� ������ ��������� ���( ���％) ������( ���％) � カナダ ������ ����������� ������ ��������� �( ���％) �����( ���％) �� カナダ ����� ����������� ������ ������� �( ���％) ���( ���％) �� カナダ ����� ����������� ������ ������� … … … … … カナダ ����� ����������� ������ ��������� … … … … … カナダ ������ ����������� ������ ��������� … … … … … イギリス ����� �������
注) １. ����・����年は定置型発動機のガソリン, 灯油機関の合計値｡
３. ����・����年は�馬力以下, ����年以降��馬力以下｡

出所) 表��に同じ｡
表17 イギリスの小型内燃機関輸出

年次 総輸出数量 総輸出額

日

本

数量 価 額 順位

主

要

輸

出

国

(

価
額)

１位 数量 価額���� ����� ������� ��� (���％) ������ (���％) �� 蘭領インド ����� ����������� ����� ������� � (���％) ����� (���％) �� 蘭領インド ��� ���������� ����� ������� �� (���％) ����� (���％) �� フランス ��� ���������� ����� ������� ��� (���％) ������ (���％) � エジプト ����� ����������� ������ ��������� ����� (���％) �������(����％) � エジプト ����� ����������� ������ ��������� ��� (���％) ������ (���％) � エジプト ����� ����������� ������ ��������� ��� (���％) ������ (���％) �� エジプト ����� ����������� ������ ��������� ��� (���％) ������ (���％) �� アルゼンチン ����� ����������� ������ ��������� ��� (���％) ������ (���％) � エジプト ����� ����������� ������ ��������� ��� (���％) ������ (���％) � エジプト ����� ����������� ����� ������� ��� (���％) ������ (���％) � エジプト ����� ����������� ����� ������� ��� (���％) ������ (���％) � フランス ��� ���������� ����� ������� ��� (���％) ������ (���％) �� フランス ��� ���������� ����� ������� �� (���％) ����� (���％) �� フランス ��� ���������� ����� ������� �� (���％) ����� (���％) �� フランス ��� ����������� ����� ������� �� (���％) ����� (���％) �� エジプト ����� ����������� ����� ������� �� (���％) ����� (���％) �� エジプト ����� ����������� ����� ��������� �� (���％) ����� (���％) �� エジプト ����� �������
注) １. イギリス貿易統計に内燃機関が登場するのは����年以降｡
３. 日本には朝鮮・台湾・他植民地を含む｡

出所) 表��に同じ｡
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戦前期日本農業機械工業と海外市場 ���
主要相手国 (1919～1942年)

(単位：台・ドル)

２位 台数 価額 ３位 台数 価額 ４位 台数 価額 ５位 台数 価額

イギリス ������������キューバ ����������フランス ����������オーストラリア ������������
イギリス ������������キューバ ������������フィリピン ����������アルゼンチン ������������
カナダ ������������オーストラリア ������������メキシコ ����������フランス ������������
カナダ ������������フランス ������������アルゼンチン ����������オーストラリア ������������
アルゼンチン ������������オーストラリア ������������カナダ ������������フランス ������������
アルゼンチン ������������カナダ ������������オーストラリア ������������フランス ������������
アルゼンチン ������������日本 オーストラリア ������������フランス ������������
アルゼンチン ������������日本 オーストラリア ������������フィリピン ����������
日本 アルゼンチン ������������オーストラリア ������������フィリピン ����������
日本 アルゼンチン ������������タイ ������������フィリピン ������������
アルゼンチン ������������タイ ������������日本 英領インド ������������
オーストラリア ������������アルゼンチン ������������日本 フィリピン ������������
デンマーク ��� ������メキシコ ��� ������日本 フィリピン ��� ������
フィリピン ��� ������イタリア ��� ������日本 アルゼンチン ��� ������
フィリピン ��� ������南アフリカ ��� ������イギリス ��� ������日本
南アフリカ ��� ������メキシコ ��� ������フィリピン ��� ������日本
メキシコ ����������イギリス �� ������南アフリカ ��� ������フィリピン ��� ������
南アフリカ ��� ������メキシコ ��� ������イギリス ��� ������オーストラリア ��� ������
メキシコ ������������南アフリカ ������������アルゼンチン ����� ������イギリス ��� ������
南アフリカ ��� ������メキシコ ��� ������アルゼンチン ����� ������スウェーデン ��� ������
オーストラリア ������������メキシコ ��� ������スウェーデン ����� ������フィリピン ��� ������
メキシコ ��� ������南アフリカ ��� ������フィリピン ��� ������ブラジル ��� ������
メキシコ ������������南アフリカ ����� ������コロンビア ��� ������チリ ��� ������
カナダ ������������ソ連 ������������メキシコ ��� ������エジプト ��� ������
２. ����年は定置型発動機｡
４. 日本の台数・価額の (％) はアメリカの総輸出台数・額に占める割合｡

主要相手国 (1919～1937年)
(単位：トン・ポンド)

２位 数量 価額 ３位 数量 価額 ４位 数量 価額 ５位 数量 価額

トルコ ��� ������中国 ��� ������フランス ��� ������アルゼンチン ��� ������
アルゼンチン ��� ������フランス ��� ������中国 ��� ������ルーマニア ��� ������
アルゼンチン ��� ������ルーマニア ��� ������チリ ��� ������蘭領インド ��� ������
スペイン ��� ������ロシア ��� ������アルゼンチン ��� ������フランス ��� ������
日本 アルゼンチン ����� ������スペイン ��� ������フランス ��� ������
スペイン ������������アルゼンチン ��� ������ギリシャ ��� ������フランス ��� ������
アルゼンチン ������������スペイン ��� ������ギリシャ ��� ������蘭領インド ��� ������
エジプト ������������スペイン ��� ������オランダ ����� ������ギリシャ ����� ������
アルゼンチン ������������イラク ������������ギリシャ ����� ������スペイン ��� ������
アルゼンチン ������������イラク ������������ギリシャ ��� ������日本
アルゼンチン ������������フランス ��� ������イラク ��� ������中国 ��� ������
エジプト ��� ������アルゼンチン ��� ������ギリシャ ��� ������中国 ��� ������
ソ連 ��� ������スペイン ��� ������エジプト ��� ������アルゼンチン ��� ������
イラク ����� ������アルゼンチン ��� ������エジプト ��� ������スペイン ��� ������
エジプト ����� ������イラク ��� ������アルゼンチン ��� ������ベルギー ��� ������
フランス ����������アルゼンチン ��� ������ベルギー ��� ������イラク ��� ������
アルゼンチン ������������フランス ����������ベルギー ��� ������イラク ��� ������
アルゼンチン ������������イラク ����� ������フランス ��� ������ベルギー ��� ������
２. 日本の数量・価額の (％) はイギリスの総輸出数量・額に占める割合｡

�����������������������������������������������������������������



械導入の可能性は, 満州農業に対する期待を

官民双方に与え, 官 (満鉄を含む) では機械

化試験農場におけるアメリカ型の大規模農法

の研究が試みられた｡ 民間では大阪の製造業

者・輸出商を中心に満州市場査団が派遣され,

輸出組合が結成された｡ 満州の農業機械化お

よび����年代の官民挙げての ｢満州ブーム｣
の実相, および戦後農業へのインパクトの検

討は残された重要な課題である｡

第２は満州における農業機械生産の意義で

ある｡ 日本からの輸出に加え, 満州移民の本

格化に歩調を合わせて, 満鉄系の大規模機械

工場, 在満の中小機械工場による農業機械生

産も始まり, ����年前後より日本からの移駐
工場も操業を開始した��)｡ 調整機械 (脱穀機

・籾摺機) 中心の国内の生産動向と異なり,

満州ではトラクターの試作・生産や輸入トラ

クターの修理など, 独特の展開がみられた｡

従って日本国内の対応だけでなく, 現地・満

州の対応も併せて議論する必要があろう｡

第３は満州の農業機械輸入の動向, とりわ

けトラクター輸入の検討である｡ 戦前期に国

産トラクターの開発は試験段階にあり, 主に

アメリカからの輸入に依存せざるをえなかっ

た��)｡ 満州における大型農業機械導入の状況
を明らかにする上でも, 農業機械輸入の詳細

な検討が必要である｡

第４は朝鮮・台湾における農業機械導入を

巡る問題である｡ 歴史的経緯や現地の農業に

強く規定されていたとはいえ, 両地域の農業

機械の輸移入額には大きな相違があり, また

台湾では限定的ながらも, 対中国向けを中心

に農業機械の輸出が行われていた｡ 満州の農

業機械化の分析, さらに戦前期日本における

農業機械工業および農業機械化の相対化を図

る上でも, 朝鮮・台湾における農業技術の発

展と日本からの農業技術の移植, 機械器具工

業の展開過程, 日本の製造業者, 輸出・流通

業者の対応など, 両地域に関する具体的な検

討が不可欠であろう｡

(本学経済学部助手)

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表18 重量別の内燃機関輸入額 (1920～1931年)

(単位：千円)

年次重量 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������キロ以下 �� �� ��� … ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������キロ以下 ��� ��� ����� … ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������キロ以下 ��� ��� ��� … ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����������キロ以下 �� �� �� … ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������キロ以下 ��� �� ��� … ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������キロ以下 ��� �� ��� … ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������キロ以下 ����� � �� … … … … … … … … …
その他 �� � � … � ����� �� ��� ����� ����� ����� ���
合計 ����� ����� ����� … ����� ����� ����� �����������������������������

出所) ����～����年：｢内燃機関税改正案 大正��年��月｣ 『昭和財政史資料』 (マイクロ検索番号 ��‒���)｡����～����年：｢輸入税表番號五七七號瓦斯機関及石油機關ニ關スル参考書｣ 『昭和財政史資料』 (マイクロ検索番
号 ��‒���)｡

��) 詳細は不明であるが, 三菱商事・サンフランシ
スコ支店は����年代に満州向けに農業機械を輸
出していた(川辺信雄 『総合商社の研究：戦前三
菱商事の在米活動』 実教出版, ����年, ���頁)｡��) 中小機械工場の満州移駐は, 国内の中小工場

に対する転廃業政策に強く関連して実施された｡
中小機械工場に対する経済統制の進展について
は, 植田浩史 『戦時期日本の下請工業』 ミネル
ヴァ書房, ����年参照｡
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