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餌 9叩. JJJ組 礼 に お け る 作 灘､ 紹 田 町n]1- '労 働 糾 純 と工I三部=T.･JJjtの

利 用 を 中 心 に 一

本 !?_で は初扱 礼 に お け る作 業, 経 皆 野 nJiの 尖 膿 を､ ま す 労 tfh糾 稲､

労 務 皆 埋 状 況 と そ こ に お け る LLi才芸労 働 の 評 LluJと作 業 の 門 の 保 証 IHJ腿

との E対池 の 考 摂､ 拭 い て､ i)Hu､ /tit市 の 利 川 状Yh!と こ れ らのLIIYfr.1

配 当 の 間 脳 の 考 群 を 通 じて 峻 討 す る (求)｡

こ れ らの 尖 1腔は､ ･91働 力 絹 城 及 び 生 産 手 段 利 川 を巡 る 初 級 社 と家

族 経 営 の 差 異 か ら評 価 さ れ る｡ 例 え ば LU役 労 働 評 川 は JA家 に と っ て

は 旧 束 の JIS井 ･il働 ))屈 川 との 比 暇 で 考 瓜 さ れ る で あ ろ う し､ 生 産 手

段 利 用 は 個 別 的 な 利 川 との 比 弓IRで gl'-IEEEJさ れ る と考 え られ る｡

た だ, 以 下 の 考 群 の 中 で 状 の 2JAを 旺 忠 せ ね ば な らな いo H51に､

山 役 LjJL肘 の 紳 lLuiに して も､ 投花､ JJI地 の 利 川､ G.拙 お よ び 山 Yf磁 別

当 に して も､ 初 細 礼 で そ う し た fl'rJJi亡が 班別I7さ れ る過 棺 は ⊥ か らの 政

治 的 圧 力 の 下 で 辿 JrRした 似 合 が あ り､ 尖 隙 の Ilu腿 と して は む しろ そ

れ が IBも主 群 な rHJ腿 で あ っ た こ と が 11!定 で き る 点 で あ る｡

弟 2に 制 度 的 に は 祉 貝 と-川 に述 べ られ て い る の が､ 実 隙 に は 家

族 労 働 力 (Lli役 労 働 力 )､ 出 資 す る排 他､ 役 畜 な どの 保 有 状 況 に お

い て 階 層 差 を 持 っ た 段 家 で あ っ た こ と. 従 っ て､ この 階 層 差 を ,Qモ視

して は 実 態 を 論 す る こ と が 出 来 な い 点 で あ る｡

*:1955年 の ｢全 面 的 合 作 化 ｣州 の 突 入 す る 時 州 に 裂 削 工省 の

戯 村 工 作 金 言茂で は､ 既 存 の 初 級 礼 の 経 営 ruJ腿 と して 経 営 管 理 の 手Pt

乱､ Lu役 し た 礼 貝 の 11-gi持 ち に よ る 労 働 ノ)の 泊坪､ LJl地 や 役 畜 の

p 出 資 高 配 当 の 設 定 が 低 す ぎ る こ と､ 3i凶 戯 家 の 排 斥､ 国 家 食 旭 日

付 け の 忌 避 な どが 挙 げ られ て い た (『鵜 屯江Iil業 合 作 史 』, pp18

3- 184･参 照 )｡ 本 草 で 取 り上 げ る 言古ILu腿 は 合 作 化 の プ ロ セ ス で 鵬

眉 の 課 腿 と な っ て い た 組 織 の 鈍 化 ･安 定 化 に 直 は rXJ辿 す る も の で

も あ っ た｡

そ して､ 瓜後 に初 組 礼 の 収 益.u l乱 Tl'u腿 が ･91働 ノ)､ 生 雌 手 機 利 JTH川

¢rr

題 の 紹 桔 部 分 と して 考 察 され る｡ と 言 う の も､ 初 級 社 の 作 業 管 理 の

成 否 は 一一 例 え ば 出 役 労 働 評 価 や 作 男 の 門 の 保 証 の 成 否 は 一一､ 一収

楼 後 の 収 益 分 配 で 社 員 の 世 相 所 得 の 岬 大 を 実 現 で き た か 否 か に よ っ /

て 決 定 さ れ る と考 え る か らで あ る｡

食 粗 増 産 を 王 とす る初 級 社 の 経 営 方 針 と社 員 の 所 '(.Tと に 関 す る 問

題 も 同 様 に虫 賓 だ が､ そ れ は 会 規 刀 付 政 蹄 の 考 察 と併 せ て 次 章 で 考

察 す る こ と に な る｡

第 1qJ 初 級 社 の 労 働 組 綿 と出 役 労 働 の 評 価 FHj必

本 WJで は､ 通 則 作 業 を 保 証 す る た め の 労 働 組 織 と出 役 労 働 の 評 価

閲 腿 を 考 察 す る｡ こ こ で は､ 初 級 祉 実 験 州 に 設 立 され て い た蒋 倫 県

第 17区 禄 生 村 の 王 永 珍 初 級 礼 の 召t例 か ら､ 初 級 祉 の 労 働 組 織 と

出 校 労 働 評 価 の 改 巻 を通 じた 作 業 の 質 の Iu腿 を考 察 す る (註 1)o

A)初 級 杜 の 労 働 組 級､ tH.役 労 働 評 価 制 皮 の 変 遇 -一 作 業 割 当 の

ノル マ 謂 fl化 と 出 来 高 分 配 制 度 の 整 鵬 1-

こ の 郭 例 で は､ 1年 の 内 に季 節 を お っ て 改 酋 さ れ て い っ た｡ .そ の

過 糧 は 4つ の 段 階 に 分 け られ る の で､ まず 概 況 を 段 階 を追 っ て 整 理

す る｡.

ま す 第 1段 階 は､ 制 度 上 の 改 善 が な さ れ る 以 前 の 1952年 春 の 状 況

で あ る｡

当 時 は, 晦 日 の 作 業 計 画 を 決 定 す る 制 LR=が な く､ す べ て 初 細 祉 主

任 が 決 定 して い た｡ ま た､ 労 働 点 数 制 度 が 採 用 さ れ て い た が､ r死

分 ｣ (山 役 した こ と に つ い て 定 め られ た 点 数 を 記 帳 す る方 璃 一菅 沼)

な の で､ 点 数 分 しか 作 業 を しな い 風 潮 が 蔓 延 して い た｡ iL

例 え ば､ 春 季 捕 機 作 業 準 備 JtJ1の 厩 肥 を 珊 協 に 搬 入 す る 作 業 で は､

10人 近 くの 社 員 が 1台 の 荷 車 を mlん で お り､ LL一郭 を す る も q),も い る

が 談 笑 す る も の も い る と か､ 小 屋 建 設 作 業 は 本 来 2 ･3人 で 充 分 な

の に 10人 が 派 退 さ れ た と言 う｡

こ こ で 生 じた fH]題 は､ 第 1に､ 労 働 評 価 が 出 校 軒 実 で の み 行 わ れ､
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実 労 働 時 間 で 計 測 さ れ て い な い こ と に よ る作 業 忠 欲 低 下 の tZURZiで あ

っ た｡ 節 2は､ 初 組 礼 に作 業 と労 働 力 虎 逆 の 能 力 が 欠 如 して い る と

い う 労 働 評 価 以 前 の 問 題 で あ る｡

第 2段 階 は､ 同 年 の 捕機 作 文luJで あ る｡ 当 lほは､ 上 ;Llに み られ た

労 働 力 の浪班 を 解 消 す る た め に､ 社 員 の 労 働 f拒力 に応 じた 生 産 組 編

成 と､ 労 働 力 ･畜 力 の r匿l定 管 理 制 度 ｣ を 純 立 した｡

こ れ は､ 初 級 社 の 労 働 力 を 4つ の 生 産 組 に技 能 や 体 力 に よ っ て 編

成 し ま た 役 畜 も そ の 作 業 能 力 よ っ て 調 整 す る もの で あ っ た｡ ま た､

生 産 組 毎 に労 働 力 と役 畜 が 固 定 さ れ､ 各 組 で 11 任 を持 っ て 管 理 す る

こ と と した｡

そ の 結 狐､ 化 fjl持 ち や 欠 勤 が な くな り､ 役 畜 な ど ｢公 共 財 産 ｣ の

管 理 に も rlt任 を 持 つ よ う に な っ た と い う｡

こ こ で は､ Ftl.'J'段 階 と比 べ て 何 が 改 脅 さ れ た か 内 容 が 定 か で な い が､

恐 ら く､ 作 業 'BrJり当 て が う ま く い くよ う に な っ た こ と が 示 さ れ て い

る よ う で あ る｡

第 3段 階 は､ 同 年 の 夏 季 作 業 ?Jlで あ る｡ 春 季 に 労 働 力 と役 畜､ 出

兵 が 特 定 の 生 産 組 に 配 置 さ れ た も の の､ しか し､ 労 働 の 評 価 方 法 は

依 然 と して ｢死 分 ｣ だ っ た た め､ 労 働 意 欲 を 刺 激 で き ず､ 夏 季 作 業

で 社 員 は 虫 の 達 成 の み を 追 求 し､ 作 業 の 質 に 注 意 しな か っ た｡

そ こ で､ 初 級 社 の 管 理 委 員 会 で は､ 社 員 相 互 間 で 毎 日作 業 が 終 わ

っ た 後 に､ BB毎 に作 業 の 質 を 検 査 させ た｡ さ ら に､ 体 力 が 劣 り技 術

の 低 い社 員 を 体 力 が 強 く技 術 の 優 れ た 社 員 の ｢徒 弟 ｣ と して､ 優 秀

な 労 働 力 に劣 っ た労 働 力 に作 業 の 中 で 技 術 指 群 を 行 わ せ た｡ そ して､

中 桝 ･除 草 の 鞘 1回 Elが 終 7 した 時 点 で､ 労 働 点 数 を 評 価 しあ い､

成 細 の よ い社 員 を奨 励 した｡

しか し､ こ の 方 法 も社 員 の 相 互 監 視 を 強 化 して､ 作 業 の 質 や 枝 術

水 準 の 保 証 を 確 保 で き た が､ 労 働 意 欲 を 引 き ,LJiす こ と は で き 細モか っ

た､ と言 う｡
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こ の 段 階 で は､ 前 段 階 で 解 決 で き な か っ た 作 文 の Etの み を 追 求 し

て､ fTを 軽 視 す る傾 向 を､ 作 業 後 の 4u旦 チ ェ ッ ク で 是 正 し た が､ そ

れ は 労 働 意 欲 の 刺 激 に は つ な が らな か っ た の で あ る｡

弟 4段 階 は､ 晩 夏 の 小 麦 収 碓 則 で あ る が, こ の 時 州 に は､ ｢包 工

制 ｣ (作 業 謂 負 制 ) が 採 用 さ れ た. ま す･ 生 産 組 毎 に 異 な る作 業 が

割 り 当 て られ た｡ 4つ の 生 産 組 の う ち､ 二 つ は 小 麦 の 刈 り取 り､ ~

っ は 各 段 家 の 家 仕 邪 を､ 残 りの 婦 人 組 は 中 桝 作 物 の 草 抜 き な ど を 担

当 した｡

だ が､ 収 機 機 を 使 用 す る 小 麦 収 雌 作 業 で は､ 1台 の 収 雌 機 (新 式

EJ%具 一菅 昭 ) の 後 に 14人 が つ い て 麦 を 束 ね た が､ 縛 り方 が 不 均 ~ で､

諸 穂 が 多 か っ た｡

そ こ で､ Tr･埋 葬 貝 会 は､ 麦 3O束 に相 当 す る i)l地 を 1人 に 割 り当 て､

結 束 が 均 等 で､ 諮 経 が 無 し､似 合 に は､ ,労 働 点 数 を 12点 与 え る と言 う

｢出 来 高 に応 じて 評 価 す る､ 作 業 の 質､ 瓜 完 成 期 E]を定 め た 短 期

的 作 業 謂 負 制 ｣ を 行 う こ と に した｡

そ の 結 果､ 労 働 意 欲 の 発 揮 に成 功 した｡

こ の 点 後 の 段 階 に は､ 労 働 点 数 そ の も の に 作 業 の 質 の 評 価 を 取 り

込 ん だ こ とで､ 作 業 の 質 と労 働 意 欲 の 刺 激 と が 実 現 で き た の で あ る｡

総 じて､ 春 季 以 来 の 労 働 組 織 と労 働 評 価 の 問 題 は こ こ に 一 応 の 解

決 を 見 た の で あ る が､ そ の 問 題 点 は 3点 に減 りそ れ ぞ れ 次 の よ う に

解 決 さ れ た と整 理 で き る.

第 1は 作 業 割 当 の 問 題 で あ る が､ 生 産 組 へ の r固 定 管 理 制 度 ｣ の

採 用 に よ り､ 管 理 委 員 会 が 各 組 毎 に季 節 作 業 を割 り当 て る 方 式 で 解

決 さ れ た｡

第 2は 作 業 の 質 を 保 証 す る 問 題 で あ る が､ 作 業 中 に 優 秀 な 労 働 力

が 未 熟 な 労 働 力 を 個 別 に 指 導 す る 方 法 と､ 作 業 後 の 生 産 組 相 成 口 同

士 で 作 業 を評 価 す る 方 法 と に よ っ て 解 決 され た｡

しか し､ 作 業 の 質 の 保 証 が 必 ず しも労 働 意 欲 の 高 槻 に袈 付 け られ
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な い と言 う節 3の l川畑 が 存 在 し､ そ れ は ')j'働 点 数 に作 男 の 田 を 細 り

込 ん だ 内 ,R を も た せ る こ と に よ っ て 解 決 さ れ た｡ つ ま り､ 作 業 後 の

評 価 の 中 で 質 の 目標 を達 成 で き な い も の に対 して は 点 数 が 減 点 さ れ

る制 度 で あ っ た と考 え られ る｡

こ の 小 変 収 捜 作 業 の 割 当､ 評 価 方 法 は 秋 季 収 機 作 業 に も応 用 さ れ

た｡

収 楼 作 業 に 先 立 っ て 社 員 大 会 で 作 業 請 負 計 画 が 次 の 4つ の IP 柄 に

波 っ て 討 言乱 決 定 さ れ た｡

ま す､ 弟 1は､ 収 機 作 業 の 特 徴 に応 じて 作 業 言朽負 計 所 一作 業 'EJerLり

当 て 計 画 一で あ る｡ 第 2は､ 作 物 晦 の 収 雌 面 税 と必 要 な 労 働 El数 の

計 画､ つ ま り作 業 完 成 の 期 日 が 決 定 さ れ た｡ 第 3に､ 全 労 働 力 を 5

つ の 生 産 紬 - 3つ の 男 子 組､ 1つ の 帥 入 組､ 1つ の 雑 役 組 一 に 分 'JIlJ

L､ 邦 4 に､ 上 記 の 作 業 完 成 計 画 を 含 ん だ作 業 別 当 を 各 生 産 組 に対

して 行 い､ 各 組 に は､ ま た各 組 貝 に も作 業 分 担 切 所 を 区 分 け した｡

各 生 産 組 へ q)作 業 配 分 状 況 は 袈 9 - 1a)の 通 り で あ る｡ そ の 内 容

を若 干 補 足 す る と､ まず､ 段 作 物 の 収 稚 作 業 は､ 1塑 毎 に 点 数 計 許

され (12点 )､ 超 過 達 成 (早 期 完 成 ) の 場 合 に は 元 々 の 労 働 日 数 の

余 剰 分 は 労 働 点 数 に換 算 して 奨 励 分 と して 計 上 し､ 遅 れ た 場 合 に は､

労 働 日教 の 超 過 分 は 点 数 を 増 や さ な い｡ そ して､ 作 業 の 達 成 程 度 や

質 に つ い て は 組 内 で 塵 毎 に評 価 す る こ と と さ れ た｡

そ の た め､ ｢社 員 は 早 起 き して 食 餌 を して 作 業 を や り､ 1El当 り

以 前 よ り 3時 間 多 く作 業 を や る よ う に な っ た｡ 本 来 15日 で 完 成 す る

計 画 だ っ た の が､ 13日で 完 成 した ｣ と い う よ う に作 業 進 度 が ア ッ プ

した｡ 言 い換 え れ ば､ こ の 方 法 は 限 られ た通 則 に作 業 を完 成 す る の

に効 果 を 表 し た と言 っ て 良 い で あ ろ う｡

た だ､ 規 定 の 労 働 日数 以 前 に作 業 を 完 成 して 計 画 通 りの 点 数 を 取

得 で き る と い う の は､ 早 く終 わ っ た後 に た だ 遊 ん で い る だ け で は 社

員 に とっ て 所 得 が 増 大 す る こ と を 意 味 しな い｡ 従 っ て､ 作 業 が 早 く

終 わ っ た ら､ そ れ に対 応 して す ぐ に 別 の 作 業 が 割 り当 て られ る 必 賓

裁 9- 1 初級社における作業別当と労働評価方法

(海倫県 王永珍初級社､ 1952年 )

a)刈 り取 り､ 作物搬出作業および雑役

生産組 作業名 作目 (作業面横) 労働日数 労働点数評価基準

第 1組 刈 り取 り作物搬出 莱 (5l病) 計67労働 日 1壁の作業が 12点.日人) 大豆 日0由 )コウリャン(3由 )麻 日向)トウモロコシ(4.6伯 ) これは全作業共通.

那2組(8人) 刈 り取 り 菓 (5伯)大豆 110伯 )コウリ†ン(3伯 ) 計56.5労働日

荊 3割1(7人) 刈 り取 り作物搬出 粟 (5伯 )大豆 日0伯 )'飯豆'川.6伯 )トウモロコシ(4,5伯 ) 計66.5労働日

婦人組(8人) 全収穫作業bE]喝fT7除 トウモロコシ(9.】伯 )シ◆ヤがイモ(0.如白J 計76労働 日

雑役組 炊部貝水汲み薪運び養豚飼育貝 昼食給仕馬の仕-2&ー 小屋修理､脱穀堀の掃除ー摘草t))り粉挽き､食部運び応援 定則に給食すること衛生的であること給負数 :35食以上=12点25食以下=10点20食以下=8点10食以下=6点閑工 (8点)閑工 (8点)･rE工 (12点 )各 8点11点 l



b)作物搬出作業 と乾燥 ･脱穀作男

作業名 作物名 作業謂fi方法 労働評仙LX蝉

作物搬出 荷車 1台 :①収横面械 1由 当り 御者 =12点/ 人

+御者 日人) の荷車台数の決定 補助 =11点/人

+補助 (2人) :(9距離によって1台

当りの点数決定

:③ 1台当り横載患決定

脱穀作業 莱 ①脱穀鳩 1カ所 当り7人+馬 7gfI 柴脱穀 +

② 1日当り処埋寅800束 基幹結束 =12点ローラー掛け+か くはん=10点茎辞退搬 =11点

トウモロコシ ① 7人 1組で 1t]処理虎 H石 1石当り5点

大豆 *脱穀機を使用 Fn上げ=14点袋詰め=12点

農業税-運搬 *ゴミ､ 虫喰い穀物の除去を含む lOO斤 当=4点

資料 : r工作研究 一海倫王水珍農業生産合作社的短期包工制介紹 ｣,黒海江 日報

1953年2月26日.
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が あ っ た で あ ろ う｡

雑 役 組 の 作 男 は､ 作 男 晦 に 人 員 が 州定 さ れ て い る の か､ 組 内 の 労

働 )コが 人 手 の 必 要 な 作 男 にl払主機 応 変 に 配 hylさ れ る の か は 定 か で は な /

い｡ た だ､ 糾 市 貝 に つ い て は 役 畜 の 飼 市 に関 わ る - りJを 任 され て お

り､ 似 合 に よ っ て は 他 の 作 業 を補 助 す る と い う よ う に､ か な り柔 軟

に就 業 で き る よ う に､ 労 働 評 価 の 方 も 定 め られ て い る｡

刈 り取 り後 の 作 物 軸 比 脱 穀 作 jFiな ど も 作 R 話fH u l画 に 基 づ い て､

別 途 割 り 当 て られ た (袈 9 - 1b))｡

収 機 物 の 粘 Lu作 業 は､ そ の i兵術 rl'.]特 性 を 反 映 して､ 役 高 +荷 中 を

lL･,L､とす る紬 作 文 が 必 柴 と さ れ る た め､ 御̂･+FL川 川J(/･.'jの filみ 卸

し労 働 力 ) の 3人 一 組 で 編 成 さ れ た｡ そ して 各 組 は 作 業 地 を 割 り 当

て られ る｡ 作 業 旭 の Jh.lJ当 は､ 1伯 当 り に 必 417な 荷 中 の 台 数 が -jl 準 と

な る が､ そ れ は 作 EJと作 付 JJ一法 (密 41fLを す る か 75か ) に よ っ て､ 1

伯 当 りの 収 雌 駅 が 如 な る か らで あ る｡ 炎 にノJ-;した 主も唯 で 作 菜 を 行 っ

た純 米､ 例 え ば ｢北 伽 子 に あ る排 他 の 楽 は､ 1台 当 り 100束 で 3往 復

で 完 成 す る｡

しか し､ 1台 当 り に ノル マ よ り多 く160東 研 職 して 運 搬 す れ ば､ 御 者

と そ の 手 伝 い 2人 で 13点 多 く摺 る こ とが で き､ 作 業 意 欲 が 高 ま る ｣

と 言 う効 果 が も た ら され た｡

ま た衣 に示 さ な か っ た が ｢大 豆 の 運 搬 は､ 住 居 か ら 31 5里 離 れ

て い る と こ ろ で は､ 3人 で 1台 迎 ぷ 転 に 5点 も ら え る｡ 計 画 で は 1

日 6往 復 で あ っ た が､ 実 際 に は 7 - 8往 役 して 超 過 達 成 した｡ ま た､

御 者 は 決 ま っ た 荷 車 と馬 を 受 け 持 つ の で そ の 管 理 に 熱 心 で あ る ｣ と

報 告 さ れ て い る｡

こ れ らの 汽 料 に 報 告 さ れ て い る 記 述 か らは ノル マ の 設 定 が ど の よ

う な阜ロ,i･tl言っ か は nJj椎 で な い が､ 実 際 に 作 業 の 質 を 含 ん だ 労 働 点 数

制 や 作 業 後 の 評 価 を 前 提 と して 労 働 忠 畝 の 向 上 が 作 業 ノル マ の 超 過

連 l戎 と い うJrZで 現 れ て き た の で あ る｡

B )･労 務 ℡ qL LLi役 作 業 評 価 の lHlは 点 一弧 LD作 男 ･労 務 管 理 と能
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力 別 LLl.火前 分 PiL!方 式 の jf･)ITi-

だ が､ 同 時 に こ の よ う な 季 FJ4.1の ｢短 州 作 Xl訓 負 制 ｣ の J潔川 に 州

宕 し た改 良 の 過 相 は､ ｢L設民 の 平 均 主 益 思 想 との 跳 争 過 根 で あ っ た｡

科 人 過 程 で 労 働 他 力 の 劣 っ た 祉 只 の は 抗 が あ り, 数 人 の 雌 耶 が (そ

の 聞 腿 の 処 雌 を 一倍 昭 ) lEii倒 が っ た ｣ と も ;-3'わ れ て お り, む し ろ こ

れ が 作 業 意 欲 の 向 上 を巡 る耶 悠 の f吉川 を 解 LIJjす る カ ギ とな る よ う に

思 わ れ る｡

作 業 意 欲 の 問 題 が 表 面 化 した の は､ 第 3段 階 つ ま り俊 秀 な 労 働 力

に劣 っ た 労 働 プJを ｢従 弟 ｣ と して 付 け て 技 術 指 群 を や らせ る と か､

作 X･後 に絹 成 員川 互 に作 業 評 価 を しあ う な どの jF法 が 探 川 さ れ た 時

点 で あ っ た｡

そ して､ こ の 間 腿 が 解 決 さ れ た の は､ 託 Jl段 昭 で､ 作 業 ノル マ に

作 菜 の 質 が 組 み 込 ま れ､ そ れ が 作 美 後 に チ ェ ッ ク さ れ る よ う に な っ

た こ とで あ っ た｡

こ の 切 合 の ｢JB民 の 平 均 主 我 盟 想 ｣ の 抵 抗 を ｢労 働 能 力 の 劣 っ た

社 員 の 抵 抗 ｣ と同 義 で あ る と読 み 取 れ ば､ 逆 に作 業 ノ ル マ と労 働 点

数 の 評 価 の 改 良 は 劣 っ た 社 員 が 劣 っ て い る こ と を 再 確 認 す る､ と り

わ け 生 産 組 の 構 成 員 の 人 間 関 係 の 中 で 毎 日の よ う に衷 jr7gす る こ と で

あ り､ ま た 彼 らが 優 秀 な 労 働 力 の ｢徒 弟 ｣ と さ れ る こ とは､ 他 の 捕

成 員 よ り一 段 下 の 労 働 力 と して 差 別 化 す る こ とで あ っ た｡

こ の 間 題 を､ 以 下 で は や や 立 ち 入 っ て､ 労 働 点 数 制 度 と紺 内 の 労

務 T･地!の 二 つ の 側 面 か ら考 窮 す るC こ こ で は､ 土 地 政 雄 TJ;Jの Jil作 非

組 織 を典 型 的 に 示 す ｢大 腿 ｣ の 雇 用 経 営 と そ こ で の 屈 jElの 雇 用 慣

行､ 労 務 管 判Hrl行 な ど との 比 較 と して考えすし

ま ず､ 労 働 点 数 単 価 で あ る が､ 作 業 に よ っ て 単 価 当 りの 内 容 と教

血 が 異 な る の で lBlE比 較 す る こ と に難 が あ る が､ 姦 9 1 1で 示 し た

も の を 相 対 価 額 の 高 低 順 に組 替 え て 考 察 す る (表 9 - 2参 照 )｡

そ こ で 基 準 と な る の は､ ｢忙 工 ｣ と ｢閑 工 ｣ と の 基 準 で あ る｡ こ

れ は 土 地 改 -TriiTTJ-か ら使 用 され て い た 用 語 で､ 一 般 に 平 常 の 時 )tJJの 作

JR を ｢[村工 ｣､ JEt緊Julの 作 男 を ｢忙 エ J と呼 ぶ｡ 例 え ば､ 夏 季 の 除

避9- 2 作男 別労働点数特 価 比較

仁63

作某の性格 点数 作業区分 作#-内容

Jf亡工 14点 脱穀作業 脱穀消み大豆のLJJ梯み作男
(虫も疲れる作業 )

12点 収碓作業 小麦収穫一秋収碓

収碓期雑役 養豚 .食事運び

運搬作業 収穫物運搬御者 (老板子 )

脱穀作業 柴の脱穀+茎幹鮮火t 大豆袋詰め

椛肥作業 脱穀作業期後の厩肥の掘 り起 こし

半化 . 11点 収横 川川ht助 薬事酢運び

半開工1 収稚 ルー雑役 飼市貝什!Jf-+粉挽き .虫 部運び

運搬 作業 収穫物迎搬御者助手

lo貞 収機仙椎手芸 食rJf運び20-25企

脱穀作業 薬ローラ-掛け+か くはん

横肥作業 厩肥運搬御者

閑工 8点 収碓WJ稚役 食邪道ぴ10-20食､ 水汲み+薪運び

収穫期飼育 飼育貝の馬の世話 と小屋侍理

概肥作業 厩肥荷摘み作業

6 収横川雑役 食うー運び10食以下

5 脱穀後作物迎搬 脱掛fFみ大豆､ トウモロコシ迎搬

賃料 : ｢工作研究一海倫王永珍農業生産合作社的短期包工制介紹 ｣,風屯江 日報

1953年 2月26日.I

紘 :作業の性格は､ ｢忙工｣12点以上､ r半忙 ･半開工 J9-日点､ ｢鵬工 ｣8点

以下である｡
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革 期 と収 機 州 の 作 業 が ｢忙 工 ｣ で､ そ の 他 (捕 械 ･脱 享受な ど ) が ｢

閑 工 ｣ と な る｡ た だ し､ こ の 区 別 は 労 働 の 厳 しさ､ 年 閲 の E3作 業 中

の 重 要 度 に よ っ て 異 な る｡ 屯 に よ っ て は ｢半 忙 半 閑 工 ｣ と い う 中 間

の 呼 び 方 も あ る (註 2)｡ こ の 裏 で は 御 者 な ど特 殊 技 能 者 も含 ん で

い る｡

初 級 社 の 各 作 業 も､ こ の 基 準 に よ っ て 労 働 点 数 で 序 列 が 付 け られ

て お り､ 大 方 は､ 労 働 強 度 の 強 い 主 賓 な 剛 域 作 業 な どや､御 者 な ど描

能 労 働 の 点 数 が 高 く ｢忙 工 ｣ に 区 分 さ れ､ 柵 肋 的 な 作 業 は ｢閑 工 J

に分 類 さ れ て お り､ 土 地 改 革 前 の 考 え 方 と共 通 す る の で あ る が､ 各

々 の 作 業 に ど の 様 な 労 働 力 が 配 置 さ れ る か が 大 き く異 な っ て い た｡

つ ま り､ 土 地 改 革 前 に は､ 男 子 労 働 力 は 年 齢 .体 力 ･健 康 1人,TLiB .

経 願 か ら ｢成 工 ｣ (1人 前 労 働 力 ) と ｢大 半 粒 子 ｣､ ｢半 粒 子■｣､

｢小 技 子 ｣ (1人 前 に満 た な い 労 働 力 で､ 171'jか ら順 に U.6人 前､0 5

人 i7tJ'､0.4人 荊 とな る ) に 分 か れ て い る｡ そ して､ ｢大 半 1立子 ｣ 以 下

は､ 穀 物 をiS詰 め して 担 ぐ こ とが で きず､ ｢成 エ J の み が で き る､

刈 り取 り作 業 は､ ｢大 半 粒 子 ｣ は ｢成 工 ｣ よ り20% 能 率 が 諸 ち る､

｢半 粒 子 ｣ は 同 じ く50% の 能 率｡ ｢大 半 粒 子 ｣ は 除 草 を 含 め た そ の

他 の 仕 部 は ｢成 工 ｣ と大 差 な い が､ ｢半 粒 子 ｣ は 若 干 能 率 が 劣 る と

さ れ て い た (註 3)｡ こ の よ う に 同 じ r忙 1 ｣ に 従 事 す る 場 合 で も､

各 人 の 労 働 能 力 に よ っ て 作 業 効 率 が 異 な る の で あ る｡

こ の 点 は､ 初 級 社 の 社 員 を して 作 業 閲 の 格 差 を 一 定 合 理 的 な も の

と して 理 解､ 承 伏 さ せ る 意 味 を 持 ち 得 た と思 わ れ る｡

だ が､ 土 地 改 革 前 の 雇 用 関 係 で は､ 屈 用 契 約 (口 頭 ) の 隙 に 上 記

の よ う な 労 働 能 力 に 応 じて 前 も っ て 労 質 が 決 定 さ れ る の で あ る. つ

ま り､ 彼 らは､ 年 間 ･季 節 ･日 に ち ご と の 雇 用 契 約 の 隙 に､ ｢J)R⊥ ｣

｢大 半 粒 子 ｣ r半 !立子 ｣ な ど の 格 差 を 持 っ た 価 格 が gI前 に つ け られ､

そ こ に は 同 じ仕 群 が 割 り 当 て られ る労 働 力 の Fiilに も 能 力 差 に よ る 13

金 差 が す で に盛 り込 ま れ て い る の で あ る｡

そ れ に 対 して､ 初 級 祉 で は､ 各 作 業 の ノル マ や そ れ に照 応 し た 労

働 点 数 は (こ の ノル マ は どの よ う な 労 働 力 の 能 力 を 基 準 と した の か

毎r

不 明 だ が )､ す べ て の 男 子 労 働 力 に 当 て は め られ る こ と に な っ て い

る｡ 実 際 に社 内 の 全 労 働 力 が 同 じ ノル マ で 同 じ労 働 点 数 を 取 得 で き

る と は 限 らな い の に も関 わ らず､ せ い ぜ い生 産 組 を 男 女 別 に 区 切 っ

た だ け で (常 識 的 に 考 え れ ば､ 雑 役 組 に は 劣 っ た も の や 児 童 が 多 い

と推 測 さ れ る )､ 基 本 的 に は 能 力 差 を 無 視 して 同 じ生 産 組 に 配 置 し

て い た の で あ る｡

っ ま り､ 能 力 差 が あ る 男 子 労 働 力 を､ 統 一 の 作 業 ノ ル マ と労 働 点

数 で 図 ろ う とす る と､ 必 然 的 に優 秀 な 労 働 力 は い つ も ノル マ を 達 成

で き､ 劣 っ た 労 働 力 は ノ ル マ を達 成 で き な い の で あ り･ そ れ は 作 業

過 程 で 歴 然 とせ ざ る を得 な い の で あ る｡

こ の こ と を よ り進 ん で 見 る と､ 初 級 社 の 労 働 点 数 制 と ｢雇 用 経 営J

の 貸 金 支 払 制 の 相 迎 が 根 底 に あ る｡ つ ま り､ 従 来 の 雇 用 似 行 で は､

当 然 な が ら労 働 力 に 新 前 に 値 段 が 付 け られ る の に対 して､ 初 級 社 で

は ヨ‡前 に 値 段 が 付 け られ る の は 作 業 で あ り､ 労 働 力 に つ い て は 邪 後

的 に 値 段 が 付 け られ る の で あ る｡

従 っ て､ 前 準 の 克 山 県 の 模 範 事 例 の 考 察 で も 見 た よ う に､ 季 節 毎

の 点 数 水 準 が 以 前 の 雇 用 労 賃 水 準 を 参 考 に設 定 さ れ､ ま た こ の 事 例

の よ う に､ 一 つ の 季 節 の 中 で も作 業 転 の 点 数 評 価 の 基 準 が 従 来 の 仰

行 を 絶 対 して い た と して も､ 雇 用 の 場 合 に は 作 業 従 部 者 の 受 け 取 る

報 酬 は 那 前 に 決 定 して い た｡ しか し､ 労 働 点 数 制 の 場 合 に は､ 従 事

す る 作 業 の 点 数 は 分 か っ て い て も 個 々 の 作 業 従 fjt者 本 人 が い く ら取

得 で き る か は､ 作 業 に な らな い と分 か らな い と い っ た､ 作 業 中 は 非

常 に不 安 定 な 心 理 状 !Liに 置 か れ る の で あ る｡ そ の た め に､ 作 業 後 の

点 数 評 価 と言 う 方 法 は 労 働 能 力 の 劣 っ た 社 員 の 不 満 を 必 然 的 に 醸 成

す る 制 度 的 前 提 とな っ て い た の で あ る｡

初 級 礼 の 作 業 ノル マ の 割 当､ 点 数 評 価 が 労 働 意 欲 の 発 揚 を も た ら

さ な い の は､ こ の よ う に 労 働 力 を "優 等 生 " と "落 第 生 " に分 け ざ

る を 得 な く した 制 度 の 問 題 で も あ る が､ そ れ は あ くま で も 一 つ の 側

面 に 過 ぎ な い｡ 実 際 に は､ 生 産 組 で の 労 務 管 理 一一 特 に作 業 後 の 点

数 評 価 の 場 -- で こ の 制 度 が 生 産 組 内 の 人 間 快日系を壌 さす に ど の 様
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に適 用 さ れ る の か と い う 労 務 管 理 の IiiJ腿 が も う 一 方 で rT･在 して い る｡

屈 用 経 営 の 場 合 に は 時 間 (年 ･季 節 ･日 ) あ た りの f?金 粉 の 取 付

を 取 り決 め た 後 に､ 屈 農 は 屈 用 主 の 支 配 下 に 入 る こ と に な る｡ そ こ

で は､ 雇 主 家 長 → 打 安貞的 (人 夫 曽貞)- 老 板 子 (御 者 -特 殊 技 能 者 )

+随 当 (技 能 労 働 者､ 屈 農 の 先 頭 で 段 作 業 に 従 I酌 す る )⇒ 屈 戯 と い

う 労 働 管 理 体 制 が 採 用 さ れ た｡ も し屈 怨 が "手 抜 き " を し た と ｢馳

当 ｣ が 判 断 した ら､ 直 は 屈 農 に注 意 す る の で は な く､ 一 旦 家 長 か そ

の 代 理 人 (番 安貞) に 報 告 し､ そ の 判 断 と命 令 を 受 け て､ は じめ て 屈

良 に 注 意 を 与 え る (註 4)｡ ま た､ 屈 用 契 約 糾 問 に契 約 日 数 LLi勤 せ

ず に 欠 勤 した 場 合 に は､ 一 般 的 に 言 っ て､ 別 の Elに 出 勤 す る か, あ

る い は､ 1日 分 の 給 与 を 決 算 時 に 差 し引 か れ る｡ つ ま り､ 屈 壬 が 補

充 労 働 力 を屈 用 しな くて も､ 補 充 した だ け の 山 矢 を 与 え た と評 価 さ

れ る (註 5)｡

しか し､ 屈 主 の 屈 用 労 働 力 に対 す る 対 応 も そ れ ほ ど過 酷 な も の で

は な か っ た よ う で あ る｡ 作 業 の 田 に幽 す る 材 料 は な い が ｢例 え ば､

誤 工 (欠 勤 一菅 沼 ) の 日 数 を (屈 主 が -菅 沼 )詳 細 に 記 録 して あ っ

て も､ 親 戚 で あ る と か､ 特 に 同 情 す べ き 理 由 に よ っ て 屈 主 が 軽 減 し

て や っ た 場 合 の ご と き､ ･･････しか も特 別 の 揚 合 と い う の が､ 実 際 に

は 甚 だ 多 い の で あ っ て - - ｣ (註 6) と の 記 述 が あ る｡ こ の よ う に､

｢大 殿 ｣ の 屈 用 経 営 の 労 務 管 理 は､ 厳 格 で あ れ 融 通 が 効 く場 合 で あ

れ 屈 用 主 の "胸 先 三 寸 " で 決 ま る の で あ る が､ こ れ は 屈 農 の 多 少 の

契 約 迎 反 を も 目 こ ぼ しさ れ る 可 能 性 を 秘 め た も の だ っ た の で あ る｡

こ れ に対 して､ 初 級 社 の 生 産 組 で は 組 員 が 横 並 び で 作 業 に 当 た る

こ と に な っ た 上 に､ 作 業 後 に 組 員 の 面 前 で そ の 作 業 能 率 の 低 さ や 質

の 低 さ を 査 定 さ れ る の で あ る｡

そ れ は､ 上 記 の 優 劣 の あ る 労 働 力 を 同 一 の 作 業 ノル マ に 押 し込 み

実 際 の 個 々 人 の 作 業 の 良 と質 が 召Ⅰ後 的 に 評 仙 さ れ る ｢短 州 包 工 制 ｣

の 必 然 の 産 物 で は あ っ た｡

と は 言 え､ さ き に 本 資 料 の 筆 者 の コ メ ン トを 引 用 し た よ う に､ 労

働 意 欲 を 兜 抑 す る は ず の ｢短 則 包 工 制 ｣ の 封 入 過 程 が ｢彪 民 の irL均

帖ノ1

主 諮 思 想 J と の 馴 争 過 控 で あ っ た と い う 根 底 に は､ 一 見 .'民 主 的 "

に見 え た ノル マ 基 準 も っ て 労 働 の 皿 とTl'の 査 定 を 行 わ れ る 方 法 の 厳

しさ を 個 々 の 労 働 力 に強 制 的 に昧 あ わ せ､ そ の 威 しさ を謡 和 し よ う /

とす る良 民 と の 摩 擦 が 発 生 して い た こ と を想 像 さ せ る の で あ る｡

確 か に､ ノ ル マ 制 度 は 通 則 作 業 を 完 成 す る た め に必 要 で あ る し､

技 術 的 に 正 し く作 業 を 確 実 に 進 め る た め に は､ 餌 の チ ェ ッ ク は 必 要

で あ ろ う｡ だ が､ 上 地 改 革 前 に お い て は 作 実 の 質 の チ ェ ッ ク を 作 業

従 事 者 の 外 側 に い る 屈 用 主 が 主 観 的 孤Llで 決 め た の に対 して､ 後 者

は 他 方 で 作 業 従 郡 者 の FuJで 隊 員 の 作 業 (lJ-E力 ･意 欲 ) を徹 底 的 に 差

別 化 した の で あ る か ら､ 作 業 の 門 の チ ェ ッ ク が 由 は 作 業 グ ル ー プ の

''暇 怒 " に も虻 苛 して し ま う 可 能 性 が あ っ た の で あ る｡

総 じて､ こ の 労 働 討,価 と労 働 意 欲 の Iuj腿 は､ 一 面 で は 作 業 ノ ル マ

･労 働 点 数 制 自体 の 欠 陥 と も 言 い 柑 る 机 他 方 で は､ 作 業 割 当 の 方

法 や 労 務 管 理 に fAJわ る初 級 祉 管 理 委 員 会 の 幹 部 と言 う リー ダ ー が､

作 業 の 質 と労 働 意 欲 の 間 脳 を､ 如 何 に して 生 産 陽 の 人 目1日娼係 の 中 に

持 ち 込 ま な い か と言 う 問 題 で あ っ た の で あ る｡ そ の 意 味 で､ 実 悠 と

して は､ 屈 用 経 営 の 上 下 関 係 の 下 で の､ 屈 用 主 の 主 観 に よ る 一 定 の

哩 昧 さ を 持 っ た 労 働 評 価 に代 わ る 人 間 I謝係 を 未 だ 創 出 で き て い な か

っ た の で あ る｡

第 2節 初 級 社 に お け る労 働 力 編 成 の rRl題 点

前 節 で は､ 食 粗 増 産 技 術 の 採 用 が 試 み られ た り､ ま た通則 作 業 を

保 証 しつ つ 作 業 の 質 の 向 上 と労 働 意 欲 の 発 揚 を 目標 と した 労 働 組 縄

の 整 備 が 進 め られ た 初 級 礼 で の 労 働 力 編 成 と 出 役 労 働 の 評 価 問 題 を

考 察 して き た｡

そ こ で は､ 仙 人 労 働 力 の 軌 貝 や 労 働 能 力 の 劣 っ た社 員 の 労 働 評 価

問 題 が 現 れ た が､ 本 節 で は よ り一 般 的 な EP例 に お け る 労 働 力 絹 成 上

の 問 題 が 扱 わ れ る｡ そ こ で は､ 単 な る 制 度 の 整 備 の 問 彪 で は な く､

戯 業 生 産 の 内 容 さ ら に は 初 級 礼 の 経 営 内 容 の IulRBに I対わ る 労 働 力 利

用 の FRl題 =労 働 力 の "過 剰 " 問題 が 考 解 さ れ る｡
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A ) 労 働 力 "過 剰 " と そ の 解 決 旅 の 経 折 的 意 味

こ こ で は､ 二 つ の 弔 例 か ら労 働 力 "過 剰 " の 実 煙 と そ の 節 淡 過 程

が 示 さ れ る｡ つ ま り､ 1955年 春 の 明 水 県 の 状 況 と (証 7 )､ 鰐 州 ,qt

第 14区 大 吉 初 級 社 の 状 況 か ら考 察 す る (註 8 )｡

ま ず､ 明 水 県 で は､ 1955年 の 春 季 描 種 作 業 別 に は､ ｢老 人 労 働 力

が 遊 ん で い る ｣ ば か りか､ ｢仔 牛 や 仔 馬 を は じめ 役 畜 が 放;Etさ れ て

い る ｣ と 言 う 状 況 が 県 内 に発 生 し､ 特 に ｢合 作 化 の 進 ん だ 村 は ど こ

の よ う な 状 況 が 甚 だ しい ｣ と報 告 さ れ て い る｡ ｢m 全 体 と して は､

1954年 に 合 作 礼 が 79礼 か ら342社 に増 加 し､ 爪 Fの 30% の LEi家､ 労 働

力､ 役 畜､ 排 他 が 組 織 さ れ て､ こ の よ う な 減 少 が 発 生 した ｣ と も 言

う｡ そ して､ 春 の 時 点 で､ ｢3JI2社 の 内 で､ 半 労 働 力 793人 と小 牛､

小 馬 を 含 む 牛 馬 1,353頭 が 社 外 に放 記 さ れ て ｣ い た｡

例 え ば､ 同 県 第 1区 日興 村 で は 初 級 社 内 に は 馬 が 16頭 い た が､

外 に は 22頭 の 牛 馬 が 放 置 さ れ て い る｡ さ ら に､ 半 労 働 力 や 牛 馬 が 放

避 さ れ て い る ば か りか 社 内 の 労 働 力 も 過 剰 に な っ て い る｡ そ こ で､

初 級 社 の 中 に は､ ｢八 時 間 労 働 制 ｣ を 採 用 して 1日8時 間 以 上 労 働

しな い よ う に して い た り､ ｢三 交 代 制 ｣ で 男 子 労 働 力 を 3つ の 生 産

隊 に 組 分 け して 3日 に 1E]作 業 して 残 りの 2日 は 遊 ん で い た り､ ま

して や 女 子 労 働 力 は 何 も して い な い､ な どの 郡 悠 に至 っ て い た｡ ま

た 作 業 が 無 い の で 役 畜 の (特 に 放 置 さ れ て い る役 畜 の )飼 料 代 も 給

付 で き な くな っ て い た｡

ま た､ 第 4 区 関 家 店 村 の 二 つ の 合 作 社 で は､ 16滴 の 小 牛 や 小 ,Fb

が 社 外 に放 荘 さ れ る｡ ｢初 紋 礼 に 入 れ た くて も､ 拒 否 さ れ る し､ 家

に 社 い て お い て も､ 誰 も 面 倒 を 見 ず､ 売 りた くて も誰 も Elわ ず､ つ

ぶ して 肉 を 食 う しか な い ｣ と 言 う 状 況 で あ っ た｡ さ ら に､ 第 3区

毛 家 購 村 で は､ 家 に 残 さ れ た 役 畜 は 誰 も管 理 しな い の で､ や せ 細 り､

野 郎 に食 わ れ た り､ 逃 げ た り して い る｡

こ の よ う に､ 明 水 県 で は､ 初 級 祉 設 立 の ｢高 潮 ｣糊 を経 過 して か

ら､ 老 若 男 女 を 問 わ ず 労 働 力 が､ さ ら に 馬 を 含 む 役 畜 ま で も､ や る
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べ き 作 業 が な くて 遊 ん で い る状 況 が､ f=11速的 に 存 在 す る よ う に な っ

て い た の で あ る｡ そ して､ 同 汽 料 で は "過 剰 " の 発 生 した JJAL7因 と し

て ｢合 作 化 に よ っ て 労 働 効 率 が 向 上 し､ 生 産 内 容 が 増 え な い と 必 然 /

的 に過 剰 lHjRZiが 発 生 す る ｣ と指 摘 して い た｡

* * *

他 方､ 額 州 卯 の 大 吉 初 級 社 で は､ 1954年 に 23戸 の 社 員 が 加 入 して

設 立 さ れ た が､ 1955年 春 に は 所 有 i)[地 面 机 の 小 さ い J出家 が 追 加 加 入

して 30戸 に な り､ そ の た め､ 労 働 力 "過 剰 " HiJ越 が 発 生 し た と 言 う

(*)｡

*: 同 初 級 社 は､ 1955年 番 時 点 で､ 甥 子 労 働 力 が 31人､ 女 子

労 働 力 が 27人 お り､ 当 地 で は 女 子 5人 で 男 子 1人 に 相 当 す る と考

ぇ られ て い た の で､ 実 質 的 な 労 働 力 数 36人 で あ っ たo ま た 桝 地 面

机 は 101haで､ 1実質 労 働 力 当 り耕地 面 相=ま217haで あ っ た｡

従 っ て､ 大 吉 初 級 社 の 労 働 力 "過 剰 " 聞 越 は･ 明 水 原 の 場 合 とや

や 異 な り､ 桝 地 面 fllの 過 小 が 生 み 出 した も の で あ っ た｡

っ ま り､ ま ず 社 員 は 低 収 入 を心 配 しな か に は 投 機 (商 業 痛 軌 ) に

ょ っ て 増 収 を 図 ろ う と考 え る 社 員 が 出 現 したo ま た､ 社 員 の 新 規 加

入 に 反 対 し､ 例 え ば､ あ る 土 地 の 少 な い 戯 家 (所 有 地 1･l伯 ) は､ 牛

を売 却 して 馬 の 渦 犀 飼 料 を購 入 して 加 入 の 準 備 した が､ 土 地 が 少 な

い の で 入 社 拒 否 さ れ た｡ さ ら に､ 同 初 級 礼 は､ 争 っ て 土 地 を 借 り入

れ よ う と した｡ 1955年 に 転 出 した 農 家 の 所 有 地 18泊 を 1955年 に 新 し

く設 立 さ れ た 初 級 杜 が 借 り入 れ る こ と に な っ た が､ 大 吉 初 級 杜 を 含

む 屯 内 で 54年 に 設 立 した 初 級 社 は それ を 不 満 と した｡ そ の た め､ 屯

内 で の 初 級 祉 問 の 関 係 が 感 化 して しま っ た○ 桝 地 面 fllの 過 小 の 影 響

は､ 初 班 祉 内 部 に も 反 映 し､ 男 子 労 働 力 は や る に 値 す る作 業 が 充 分

に梨無い､ 納 入 労 働 力 は や る 仕 部 が 無 い､ と考 え た｡ そ して 捕 種 準 備

作 業 糊 の 馴 肥搬 入 作 業 も 早 く終 わ っ て し ま い､ あ と は 家 に い る だ け

で あ っ た｡
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* * *
こ の よ う な､ 労 働 力 "過 剰 "問 腿 を 解 決 す る た め に､ 各 地 で は 対

帝 が 立 て られ 始 め て い た｡ こ の 状 況 を 整 理 し た の が 袈 9 - 3a)b)C)

で あ る｡

明 水 県 に お け る 労 働 力 "過 剰 " の 解 決 蹄 に は､ 自発 的 に 行 わ れ た

場 合 と (同 義 a))､ 中 共 明 水 沢 委 員 会 に 指 輯 さ れ た 場 合 と が あ る (

同蓑 b))｡

明 水 県 で 県 委 員 会 に よ っ て 指 申 さ れ た 内 容 と､ 雑 州 照 の 大 吉 初 級

社 の で は､ 初 紘 社 の 経 営 内 容 の 盟 富 化 に よ っ て､ 社 員 の 就 実 湖 面 を

拡 大 し労 働 力 "過 剰 " 間 脳 の 肺 決 が 図 られ た｡

そ の 共 通 し た 特 徴 は､ まず 茄 1 に､ 各 季 節 iLjに 通 年 の ｢械 肥 ｣ (

厩 肥 作 り ) を 含 む 食 粗 増 産 技 術 を 採 用 し た こ とで あ る｡ つ ま り､ 単

収 の 増 大 に通 じ る就 業 場 面 の 拡 大 を 図 ろ う と した の で あ る｡

第 2は､ l娼聖 に よ り農 業 部 門 の 就 業 場 面 を 外 延 的 に 拡 大 した こ と

で あ る｡ た だ､ 大 吉 初 級 社 に お け る じヨ聖 は こ の 記 事 の 編 者 で あ る 黒

屯 江 E]報 編 集 者 に よ っ て ｢こ の 方 法 は 棚 極 的 に提 唱 で き な い｡ 我 が

省 で は 耕 作 が 粗 放 で あ る た め､ ま ず 農 業 技 術 の 改 良 に よ っ て 単 収 の

向 上 を 図 る べ き で､ 余 力 が あ れ ば 畜 産 業 や 副 業 を 行 う べ き で あ る ｣

と批 判 さ れ て い る｡

第 3は､ 畜 産 (大 型 家 畜 の 放 牧 ) と薬 膳 で あ る｡ こ れ は､ 従 来､

初 級 祉 内 部 で 顧 み られ な か っ た 牛 な ど の 役 畜 も 含 め て､ そ の 飼 育 を

行 い､ 同 時 に 厩 肥 の 供 給 源 と して も利 用 す る こ と を El指 し た も の で

あ っ た｡ ま た 養 豚 は､ 肥 育 豚 の 版 元 に よ る社 員 の 現 金 所 得 の 増 大 に

寄 与 しよ う と言 う も の で あ っ た｡

第 4は､ 季 節 性 副 業 と呼 ば れ る も の で あ る｡ こ れ は､ 般IXl州 の ア

イ ドル ･レー バ ー の 解 消 を 狙 っ た も の で あ り､ そ れ が 提 唱 さ れ た 大

吉 初 級 社 で は､ 当 地 の 資 源 を 利 用 した も の で あ っ た｡

総 じて､ 労 働 力 "過 剰 " 問 題 の 解 決 策 は､ 食 硯 増 産 技 術 の 採 用 と

畜 産 ･養 豚 を 含 ん だ そ の 地 域 の 資 源 を 利 用 し た 副 業 の 二 本 を 柱 と し

て､ 初 級 社 の 経 営 内 容 を 豊 富 化 す る こ と に 求 め られ た の で あ るC そ

衷9-3 初級社 における労働力 "過剰"の郎決fjf例

a)自発的解決部例

地名 ■内容

明水損 ゴム輪車を■利用 し運輸業を始める

明水県 瓦売 りや駄菓子の製造 .販売を始める

b)ElB水県委員会の指韓による解決gt例

地名 内容

節 9区 1 第二村 ① 3つの初級社で､計32伯の耕作可能地を捜 して耕作させる

② その他､ 全村 9祉から労働力と燭の一部を動員 して､

開墾させそこに ｢分社｣を設立させた

第 1区 日興村 "過剰"労働力=労働点数3500点分 (半労働力を含む)

那二初級社 ①通年の積肥 (年fi"60鳴分の厩肥製造 )を組織する.牛小屋

1カ所､ 羊囲い3カ所､わト一ル72カ所の獣菜と灰を狭めt

町から糞尿を搬入させる

②水円4伯を閑堕 して食権を80石増産させる

③梱林 =6伯の柳条子を植えさせた○

節 l医 .八井子村 半労働力川名 と婦人労働力30名を剃貝 して､ 播種面捕36伯 と

節二初級祉 厩肥投入面硯を10伯増や した

第 7区 新立村 'L 60歳以上の老人5名を加入させる

節-初級社I ①通年積肥作業 (2名 )②社内で利用 されなかった役畜の放牧 (2名 )

fi榊 : r拭到出路 7一明水県各農業生産合作社拡大経営前後 ｣,鼎碕江 El報 1955

年3月10日.



C)箪州肝も 那14区 太古初級ヰ上の脈状lr伊J

(∋増産技術の皆及 耕地面fZiの50%で新技術採用を計画

日春季播種準備期 :元肥の投入=男 子の厩肥供給源の

閲柘+婦人の放牧牛のPl拾い

2)捕種作業JU7:小岩の厩肥投入ー トウモロコシの穴蒔き施肥

3)夏季作業 :中柳 I.除草回数の増ノJLl+lul引き+追肥

4)見季作文後:9j子の厩肥作 r)+婦人の草取 りと

病気作物の淘汰

5)秋収碓作業 :婦人の トウモロコシ収穫ー 茎淡め+福地拾い

e)riiJ畔 荒れ地を閲望 (15伯 ):トウモロコシ5由 +麻10伯作付け

タ3子が開墾+婦人は住居付近の皿城作業従Tlt

③畜産業 集汚付近の草地で放牧

4人を配置=共有の羊 100琉 (1人 )+牛 1名羊れ (1人)

+馬 1榊 れ (2人 )

④養豚業 日各家に新たに25-qづつ肥緒を肥育させる (東娼農家に

L資金援助 )う計35娘を販売 し.;1戸平均50万元の収入

⑤季節性副業 1 1)描種蝉偏期 :93子によるアルカリ土の運搬､薪取 り
-●+女子によるアルカ リを煮出す作業

2)夏季作業期 :農業に専念 し､ 副業はや らせない

3)夏季作業終 了後 :草刈 り (燃料ー 屋根諜 き用 )

式料 : ｢肇州太苫農業生産合作祉運用剰余労働力拡大経営 ｣,鬼奄江El報 L954年
4月25EL

l
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して､ こ れ を 労 働 力 や 役 畜 の 利 用 か らみ れ ば･ 91子 や 火 北 殿 村 で 瓜

も111用 な 役 畜 と さ れ て い た 馴 まも と よ り･ 如 人､ 半 労 働 力 (=老 人)

お よ び 牛 を 活 用 しよ う とす る もの で あ っ た｡

そ して､ 明 水 卯 で は r県 委 員 会 が 2 ケ 月 指 導 して､ 342社 の 中 で 2

28社 が 経 営 内 容 を増 加 し､ 700haの 排 作 放 棄 地 を 回 復 し､ 5社 で 開 墾

に よ っ て 分 社 を 設 立 した ｣ と報 告 さ れ て い る｡

* * *
こ れ らの､ 社 員 の 就 業 湖 面 の 拡 大 が､ どの 様 な 経 済 的 成 果 を 収 め

た の か は 不 LTJlで あ る が､ こ こ で は､ こ の "過 剰 " lHl腿 の 発 生 か ら解

決 蹄 の 拙 超 ま で の - 迎 の 過 程 か ら労 働 力 "過 剰 " fHl腿 の 実 態 的 性 格

を 検 討 す る こ と とす る｡

そ れ ぞ れ の 竹 例 の 問 題 状 況 は 巽 な っ て お り､ 労 働 力 "過 剰 " の 原

囚 は､ 明 水 爪 で は ｢合 作 化 に よ る作 業 の 効 率 化 ｣ と さ れ､ 大 吉 初 級

社 で は jJl地 面 梢 の 過 小 に よ る もの と さ れ て い るo

ます 指 摘 で き る の は､ 明 水 ,U.TSの 状 況 か らは r作 業 の 効 率 化 ｣ な る

も の が 労 働 力 "過 剰 " で あ る ば か りか､ 耕 作 放 棄 地 を も た ら して い

た, と言 う邸 実 で あ る｡ つ ま り､ 初 級 社 で は 優 秀 あ る い は 優 良 な 労

働 力 や 役 畜 の み で､ そ れ な りの 面 椀 を 耕 作 して い た だ け で､ そ れ 以

外 の 労 働 力 や 生 産 手 段 は 利 用 さ れ て い な か っ た と推測 さ れ る の で あ

る｡ この 点 は､ 次 項 で よ り具 体 的 に示 す こ と に な る｡

大 吉 初級 社 の 場 合 は､ この よ う な f臼1題 が 発 生 す る才人祝 に は な く､

(恐 ら く 男 子 労 働 力 や 役 畜 の 作 業 能 力 に対 して )桝 地 面 椀 が 過 小 で

あ る こ とが 問 題 とな っ て い た｡

しか し､ 明 水 県 で は､ 自発 的 に 行 わ れ た 解 決 蹄 が､ 社 内 の JB業 や

畜 産 部 門 と は 無 縁 な､ 別 業 部 門 へ の 経 営拡 大 を 共 通 した特 徴 と して

い た に も IAlわ らず､ 爪 委 員 会 が 指 笛 した の は 耕 作 放 窮 地 へ の 作 付 け

や 金 樋 増 産 技 術 の 採 用 で あ っ た｡

ま た､ 大 吉 初 級 社 で は､ 耕 地 面 相 が 過 小 で あ る に も 関 わ らず､ ま

ず､ 既 存 の 排 他 で 食 樋 増 産 技 術 の 採 用 が 推 進 され た し､ ま た 開 墾 に

っ い て も､ 同 資 料 の 編 者 か ら rまず 段 業 技 術 の 改 良 に よ っ て 畔 収 の
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向 上 を 図 る べ き で､ 余 力 が あ れ ば 畜 産 業 や 副 業 を 行 う べ き で あ る ｣

と批 判 的 に捉 え られ て い る｡

こ の よ う な､ 農 家 や 初 級 社 が 慮 外 へ の ま た は 出 菜 の 外 延 的 な 就 某

場 面 の 拡 大 を 追 求 す る 努 力 に 対 して､ 党 ･政 的=が､ ま ず 既 存 の 作 付

地 へ の よ り央 約 的 な 労 働 投 入 を 指 萄 す る こ と は､ 如 何 な る 意 味 を 持

つ の で あ ろ う か｡

こ の 点 は､ 技 術 の 経 済 的 効 果 の 紹 介 が 梨無い の で 分 析 不 能 だ が､ 明

汰 ,Q で は､ ま す 既 存 耕 地 で の 労 働 の 迫 力u投 入 ･.>単 収 の 増 大 =社 員 の

増 収 の 路 線 よ り､ 旗 外 の 副 業 部 門 へ の 労 働 投 入 - 社 員 の 増 収 の 方 が

有 利 な の か 否 れ つ ま り食 棚 岬 産 と別 業 部 門 との 比 較 収 益 性 が rLU腿

とな る｡

ま た､ 桝地 面 inが 過 小 で あ る大 吉 初 級 礼 の 場 合 に は､ 既 存 耕 地 で

の 労 働 力 の 追 Iuu授 入 -申 収 の 増 大 =社 員 の 増 収 の 路 綿 よ り､ 既 存 桝

地 へ の 労 働 力 の 迫 力u投 入 +E3;1聖 - Lli収 不 変 ･収 横 面蛸 の 拡 大 に よ る

増 産 =社 員 の 増 収 の 方 が 有 利 な の か 否 か が､ rH]題 と な っ て い る｡

事 実 か らみ れ ば､ 恐 ら く当 時 が 冬 季 で あ っ た こ と も あ っ て､ 金 柑

増 産 の 準 備 の た め の 厩 肥 作 りな ど よ り､ 副 業 を 行 う と か､ 開 墾 に よ

る 方 が､ よ り有 利 な 方 向 と して 自 覚 さ れ て お り､ そ れ が 自 然 な 選 択

で あ っ た の で あ ろ う｡

食 掘 増 産 自 体 の 社 員 の 増 収 へ の 効 果 に つ い て は､ 次 章 で 別 途 考 察

せ ね ば な らな い が､ 政 策 的 に 提 唱 さ れ た 初 奴 社 で の 労 働 力 の 利 用 は､

ます 会場 生 産 へ の 労 働 力 の 利 用 を 第 1の 目標 と して い た の で あ る｡

B ) 婦 人 と "底 辺 世 帯 ''の 就 業 場 面 保 証 問 題

前 項 で は､ ま ず 労 働 力 の "過 剰 " 状 況 を 取 り上 げ､ そ こ か らそ の

解 決 蹄 が 如 何 な る経 満 的 意 味 を 持 っ て い た の か を 考 察 した｡ そ こ で､

本 項 で は､ 労 働 力 ('過 剰 … の 起 点 に あ る､ 一 般 的 な (つ ま り模 範 一井

例 で な い )初 扱 社 に お け る経 営 内 容 と労 働 力 利 用 の 状 況 を､ 内 在 的

に考 察 す る こ と とす る｡

ま ず､ 婦 人 の 抑 揚 作 業 へ の 参 加 が 拒 否 され る 与り鰻が､ 黒 屯 江 省 各

仁?r
県 で 発 生 して い た (註 9)｡

婦 人 労 働 力 の 帆 機 作 業 か らの 排 斥 の Iu]腿 が 牲 目 さ れ た の は､ 1955

年 の 春 季 捕 輔 準 鵬州 以 降､ 黒 屯 江 日報 読 者 か らの 投 告 が 相 継 い だ こ /

とが 端 緒 とな っ て い た｡

同 記 1,1tに 引 用 さ れ た も の を 見 る と､ ま ず Lli火 照 第 2区 栄 Fぷ村

の 第 8初 級 社 と弟 2初級 社 で は､ ｢男 だ け で も 1tTjIが 十 分 に な い ｣

とか ｢女 が 仕 叫 を し た ら､ 男 は や る こ とが な くな る ｣ と して 婦 人 の

労 働 参 加 希 望 が 却 下 さ れ た 酌 例 が あ り､ 拍 林 爪 第 1区 馬 西 村 の

第 1初 級 社 の 指 中 老 の ｢元 々 仕 !Jtが 少 な い の に､ そ の 上 婦 人 が 労 働

Elを 稼 い だ ら､ 秋 に な っ て 男 子 社 員 の 企 視 配 分 が 少 な くな る ｣ と 言

う発 言､ さ ら に仲 南 県 第 9区 三 鼎 村 で は､ 上 記 と 同 様 の 理 由 で

婦 人 の 労 働 参 加 を 制 限 す る状 況 が 深 刻 で､ 7つ の 初 級 社 で 婦 人 が 作

業 に従 郡 で き な い で い る､ と言 う-すt例 が 挙 げ られ て い るC

こ れ ら に共 通 す る の は､ 婦 人 が Lli役 す る ほ どの JJ:-giが な く､ 抑 人

が 参 加 す る こ と で 作 業 と所 得 (労 働 点 数 の 取 得 ) で 両 者 が 斉発合 して

しま う こ とが 婦 人 出 役 拒 否 の 原 因 とな っ て い た 点 で あ る｡

こ の 状 況 を､ や や 細 か くみ る と次 の よ う な 状 況 が 存 在 して い た こ

とが 分 か る｡

第 1の 例 と して は､ 綜 化 県 窮 2区 呉 占 山 初 級 社 で は､ 描 種 作

業 時 期 に､ 前 作 の 根 株 を 掘 り取 らす に描 碓 す る ｢漂 種 ｣方 式 で 粟 を

播 種 した. しか し､ 役 土 が 十 分 で な く､ 多 くの 種 子 が 再 出 して い た｡

そ こ で､ あ る も の が 婦 人 を動 員 して 前 作 の 掘 り取 り と授 上 作 業 を や

らせ よ う と提 案 した｡ だ が､前 年 も こ の 方 法 で 減 産 す る こ とは な か

っ た､ と 一 蹴 さ れ た｡

第 2の 耶 例 は､ 明 水 県 第 7区 新 民 村 の 初 級 社 の も の で､ 婦 人

を 動 員 して トウ モ ロ コ シ の 穴 蒔 き (｢接 種 ｣ 一播 種 穴 を 掘 っ た 後 に､

厩 肥 と共 に碓 子 を 諸 とす ) を 行 お う と し た が､ そ の よ う に 多 くの 労

働 を 投 下 して も､ 収 樵 に た い して 差 は な い と さ れ た｡

第 3の -Tji例 は､ 百 同 県 第 4区 和 平 村 第 3初級 社 で､ 1954年

の 捕 椎 作 業州 に 多 くの 理 部 や 社 員 は 的 人 を 軌 貝 して の トウ モ ロ コ シ
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の 穴絹 き を す べ き だ とは 案 し､ 3E川Uで 15hao)捕 Iql作 双 を 終 わ っ た｡

だ が､ 当 時､ 初 級 祉 主 任 は 1伯 当 り 5人 も 使 川 し た た め､ 労 働 力 を

多 く投 入 して も 秋 に増産 で き な い こ と を 恐 れ た｡ そ こ で､ ｢婦 人 が

圃 場 で ワ イ ワ イ や っ て い る が､ 描 機 が 下 手 で あ る ｣ と難 有子を つ け て､

作 業 を 15haで 止 め さ せ､ 残 っ た 37haの トウ モ ロ コ シ は 従 来 通 りの ｢

和 様 ｣ を や らせ た｡

だ が､ そ の 後､ 秋 に な っ て 申 収 を 比 較 す る と ｢lu雌 ｣ は､ 穴 蒔 き

よ り 2石 碑 収 が 低 く､ 合 計 74石 の 減 収 と な っ た. こ れ は､ 社 員 の 不

満 を 引 き 起 こ す と こ ろ と な り､ 1955年 に は トウ モ ロ コ シ 63ha全 て を

六 蒔 き す る こ と に 変 更 し た｡

こ れ ら の 邸 情 か ら､ 次 の 二 つ の こ と が 考 え られ る.

第 1は､ 当 時 の 初 級 社 に加 入 して い た 社 員 や ま た幹 部 に な っ た も

の も 含 め て､ 増産 技 術 の 増 産 .増 収 効 果 と抑 人 の 作 業 能 力 に つ い て､

不 信 感 が 極 め て 哲 遍 的 に 存 在 して い た 点 で あ る｡ つ ま り､ 和 産 技 術

の 採 用 が 順 調 で あ っ て も､ さ ら に 如1人 参 加 に よ る 労 働 El数 の 増 JOuを

上 回 る増 収 効 果 が 狩 られ な い と 男 子 労 働 力 の 労 働 日 の 価 斬 (=年 末

収 機 物 の 取 り分 ) が 減 少 して しま う こ と に な る か ら､ 男 子 の 危 悦 も

当 然 の こ とで あ っ た で あ ろ う｡ も ち ろ ん､ 一 般 的 に各 農 家 で は 男 女

両 方 の 労 働 力 が い る と思 わ れ る か ら､ 女 子 労 働 力 も そ れ な り に 出 役

す る 時 間 が あ れ ば､ 農 家 と して の 年 収 は 必 ず し も 減 少 しな い｡ た だ

し､ 男 子 の み な らず 婦 人 も 出 役 す る と良 家 閲 の 収 入 バ ラ ン ス も 変 化

して 来 る で あ ろ う｡

ま た､ 婦 人 の 作 業 能 力 に対 す る 不 信 感 も､ 従 来 か ら婦 人 労 働 力 が

男 子 と同 様 の 仕 事 を して 同 等 の 報 酬 を 得 る こ と (原 語 は ｢同 工 同 酬 ｣

) な ど な か っ た し､ 基 幹 的 作 業 一一 春 季 描 種 作 業 な ど の 役 畜 ･El具

を 使 用 す る組 作 業 一一 に 参 加 す る 慣 習 は な か っ た こ と に基 づ い て い

る よ う で あ る｡ 例 え ば､ ｢普 通 如 女 子 は IiA業 に IAJ与 しな い 11'l習 な れ

ど､ 大 .中 脳 等 の 内 で は はJ引 きや 軸 麻､ 荏 等 の 軽 い脱 穀 作 業 に 従 射

して 其 の 労 fJ7を 蓄 税 して 小 追 い と して 居 る も の も あ る ｣ (註 lo)､

｢元 来 満 州 の 婦 女 子 は 農 業 労 働 に 服 せ す 省 て は 幼 少 に して 継 足 し硯
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に 中 老 紺 人 中 に は 歩 くこ とす ら不 充 分 な 者 が 多 い｡ 然 れ ど も近 年 農

村 の 経 済 的 迎 迫 は 遂 に如 女 子 を して 股 選 の 手 肋 け と して rZjj引 き 及 脱

穀 調 整 等 の 軽 役 にJJuせ しむ る 様 に な っ て 来 た ｣ (註 11)｡

言 い換 え れ ば､ 婦 人 が 圃 場 作 業 の 参 加 は､ 家 族 内 の 関 係 で の み 存

在 し た の で あ り､ さ らに 婦 人 の 出 削 ま腿 家 が 貧 し い こ との 象 徴 で も

ぁ っ た訳 で あ る｡ しか も､ 断 わ る ま で も な く､ 婦 人 が 参 Juuす る 作 莱

は､ 捕り由作 業 で は 間 引 き､ あ とは 収 機 後 の 脱 和 .調 整 作 業 で あ っ た

か ら､ 初 扱 社 の よ う に描 機 作 業 の よ う な 畜 jJ組 作 業 に 参 加 す る こ と

な ど も な か っ た の で あ る｡

如 人 の m31協 作 業 へ の 参 加 は 互 助 組 で も 拙 唱 され た こ とで あ り､ そ

れ は 確 認 さ れ て き た が､ こ こ で は 腿 繁 州 の 基 幹 的 作 業 へ の 婦 人 の 出

役 が, 増産 は 術 へ の 不 信 と如!人 の 作 業 fJLE力 に 対 す る不 伯 と 二 つ の 安

因 が 絡 み 合 っ て､ 91子 の 抵 抗 に過 っ た こ とが 示 さ れ た｡

第2に､ 考 え られ る の は､ こ の よ う な JtYL産 技 術 の 導 入 と抑 人 の 軌

員 が 捉 起 され て も､ 偵 智 に よ っ て そ れ が 却 下 され た初 級 杜 で は 抑 人

が 必 然 的 に "過 剰 " に な る可 能 性 が あ っ た こ とで あ る｡ と 言 う の も､

そ の よ う な 初 級 社 は､ た だ耕 地 や 役 畜 を ま と め 男 子 労 働 力 を 組 織 す

る だ け で あ っ た の で あ りそ こ で は 制 度 的 に婦 人 を 社 員 と して 位 置 づ

け て も (定 款 第 6条 )､ 必 然 的 に排 除 され る｡ 言 い換 え れ ば､ 初

紋 社 の 設 立 =合 作 化 は､ 従 来 男 が 中 心 に な っ て い た食 桜 生 産 を 組 織

した も の で あ り､ そ こ に は 主 と して 家 -!Jtに従 T拝 して き たhlp人 を 基 幹

的 作 菜 に 動 fjす る 内 的 必 然 性 は 全 く存 在 しな か っ た の で あ る｡ 言 わ

ば､ こ れ が 労 働 力 ''過 剰 " 問 題 の 根 本 で あ る｡ そ の 意 味 で､ `̀過 剰

" 労 働 力 た る 的 人 を 利 用 す る た め に も､ 食 槻 増 産 技 術 の 導 入 が 並 行

す る こ と が 必 輩 とな っ た の で あ る｡

た だ､ 前 項 の uJ]水 県 の 部 例 の よ う に排 作 放 棄 地 ま で 出 して し ま う

状 況 を考 慮 す る と､ 初 級 社 に は 男 子 と馬 な どの 優 良 な 労 働 力 や 役 畜

の み を社 内 で 利 用 し､ そ れ で 緋 作 で き る 範 udに経 営 規 模 を 抑 え て し

ま う 傾 向 も あ っ た と考 え られ る｡ つ ま り､ 初 級 社 に組 織 さ れ る ま で

の 家 族 経 営 で は､ 労 働 力 や 役 畜 の 面 で 不 十 分 な が ら も､ 稲 川 労 T?支



¢クF

出 や 役 畜 の f2倍 料 を 節 約 す る た め に も､ 自分 が 伽 右 す る 牛 や 如 人 労

働 力 を 利 用 して 所 有 地 を jJl作 せ ざ る を 相 な か っ た の に 対 して､ 初 級

社 に な る と一 応 は 男 子 労 働 力 や 馬 が 組 作 業 を 編 成 で き る 擢 腔 は 揃 う

の で､ そ れ が yLJ=営 面 棚 を 決 定 す る よ う に な り､ 余 っ た 部 分 が 耕 作 放

棄 地 と な っ た も の と考 え られ る の で あ る｡

* * *

初 級 社 で は､ 婦 人 労 働 力 を E!緊 捌 作 業 へ の 参 加 さ せ よ う と して 抵

抗 に 通 っ た ば か りか､ 小 論 の 第 1編 で ｢底 辺 ILT群 ｣ と呼 ん だ 部 分 ち

動 員 さ れ よ う と して お り､ 他 の 社 員 の 抵 抗 に 通 過 して い た｡ こ こ で

は､ 克 山 脈 の 一 般 的 状 況 か ら､ ｢底 辺 tM JlI｣ の 排 斥 fJj腿 を 考 析 す る

(誰 12)｡

克 山 県 で は､ 1954年 下 半 期 の ｢高 潮 ｣州 に 初 級 社 が 大 広 に設 立 さ

れ た が､ 老 人､ 体 力 の 弱 い も の､ 独 り者､ AfJ='州 の 多 くが 加 入 で き ず

に社 外 に 放 臥 さ れ る｡ つ ま り､ 労 働 力 あ る い は 家 族 が 労 働 能 力 を 欠

い た "底 辺 LLl叩 " が 初 級 社 か ら排 斥 さ れ て い た の で あ る｡ 例 え ば､

1955年 夏 に は､ 社 外 に放 置 さ れ て い た ｢底 辺 世 帯 ｣ は 1,386戸 で､ ｢

底 辺 世 相 ｣ 全 体 の 78.7% に達 して い た｡

そ の 原 因 と さ れ た の は､ 第 1に､ 県 の 指 導 者 も 区 委 員 会 に対 して

こ の 点 の 注 意 が 不 足 して い る こ と､ 実 際 に幹 部 の 中 に は ｢労 働 fJf力

の 劣 っ た 戯 民 は 何 も 仕 事 が で き な い の で､ 初 級 社 に 参 加 して も 役 に

立 た な い ｣ と 考 え る も の が い た｡ 第 2 は､ 彼 らは 貧 困 で 初 級 祉 加 入

時 に 山 犬 す る 生 産 投 資 資 金 の 分 担 を 負 担 で き な い､ こ とで あ っ た｡

そ の 後､ 1955年 秋 の 全 面 的 合 作 化 期 に な っ て､ 1,761戸 の ｢底 辺 LLr

帯 ｣ の 中 で､ 初 級 社 へ の 加 入 が 決 定 し た も の は 904戸 (51.3% )､ 互

助 組 に吸 収 す る こ と が 決 定 して い る も の は 302戸 (17.1%)､ 残 りの

240戸 (31.6% ) は 現 在 考 慮 中 と言 う状 況 な っ た｡

こ れ ら ｢底 辺 世 相 ｣ は､ 第 1絹 で 見 た よ う に､ 土 地 改 革 前 の Jn村

で は､ 所 有 地 を 小 作 に 出 した り､ ま た は 売 却 す る か､ さ ら に 借 金 で

生 括 した り ｢乞 食 ｣ で 食 っ て 行 く か を 強 い られ て い た 階 層 で あ っ た

か ら､ 通 関'の JI3作 業 に参 加 で き な い と か､ 初 級 礼 へ の 黄 金 出 門 が 分
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担 で き な い な ど の､ 不 満 が 出 て 来 る の は 当然 で あ っ た｡

だ が､ 初 級 社 は こ の よ う な 階 層 を 含 め て 組 織 さ れ る こ と が 提 唱 さ

れ た の あ る｡

こ の 過 程 で､ r底 辺 世 符 ｣ を初 級 礼 に 参 J)uさせ る た め に 次 の よ う

な 対 熊 が 考 え られ た. ま ず ｢東 端 の 幹 部 や 初 級 祉 社 員 を 教 育 して･

合 作 化 の 意 苑 や 社 会 主 義 的 自 itEの 削 biを 凶 り､ 労 働 能 力 の 劣 っ た 段

家 を 吸 収 す る こ との 虫 輩 性 を 納 得 さ せ る ｣ と 言 う､ 政 治 思 想 教 育 が

i足場 さ れ た｡

政 治 教 育 以 外 の 現 実 的 な 方 法 と して は､ 状 の よ う な もの が あ っ た｡

第 ⊥に､ ｢底 辺 世 相 ｣ の 多 い合 作 礼 で は､ 彼 ら だ け を焔 め て 生 産

隙 を 編 成 し､ 体 力 的 に 負 担 で き る 任 絹 を 割 り 当 て る｡ 割 り 当 て た 任

務 に つ い て は 作 業 の _fnと馴 こつ い て ノル マ を 定 め (原 語 は ｢定 質 ･

定 点 ｣ )､ 年 問 を通 じた 生 産 調 f'lや 経 営話■柑 (JJ,,-1語 は ｢包 産 ･包 紀｣

)制 度 を 採 用 し､ 季 節 毎 あ る い は iFHuの 固 定 した 収 入 を保 証 す る｡

そ の 上 で､ 作 業 成 果 が よ い場 合 に は 報 IiIを与 え る. 一 般 に 彼 ら に は､

馴 巴作 りや 瓜 類､ 臥 ヒ マ ワ リの 栽 培､ さ ら に兼 豚､ 放 牧 を 受 け 持

た せ る｡

こ の 方 法 の 長 所 は､ 労 働 能 力 の 劣 っ た社 員 の 作 業 上 の 困 難 を 解 決

し､ 彼 らの 労 働 能 力 を発 押 で き る｡ 同 時 に･ 初 班 社 の 労 働 力 が 増 え

る た め､ 経 営 部 門 が 拡 大 し､ 初 級 社 全 体 の 収 入 増 加 に も結 び 付 く こ

と と さ れ た｡

第 2は､ ｢底 辺 世 符 ｣ の 少 な い 合 作 社 で は･ 彼 らを 一 般 の 生 産 隊

に編 入 さ せ､ 各 生 産 隊 毎 に背 年 と労 働 能 力 の 劣 っ た も の と の バ ラ ン

ス を と る｡

そ の 場 合 の､ 労 働 計 算 方 法 につ い て は 2通 り考 え られ た｡ ~ つ は､

作 業 謂 負 出 来 高 払 い､ も う 一 つ は､ 均 等 点 数 制 (他 の 社 員 と 同 様 に

点 数 計 罪 を す る ) で あ る｡ 前 者 は､ 体 力 の 強 い老 人 は あ ま り不 満 が

出 な い が､ そ う で な い場 合 に は､ 彼 らの 作 業 が 体 力 に相 応 して い な

い した め､ 彼 らの 体 力 上 の ハ ン デ ィ も解 決 しな い の で､ 不 満 が 出 る｡

後 者 も､ 不 合 理 で あ る.
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第 3に､ ｢底 辺 世 相 ｣ を初 級 礼 で 臨 時 屈 川 す る 形 鳩 も あ る｡ そ こ

で は､ ｢底 辺 世 相 ｣ を 雑 役､ 脱 ･fl域 の 監 弧 水 城 み な ど に 必 瀕 にJIL;

して 招 消 し､ 労 働 点 数 計 拝 を 行 う｡ だ が､ こ の 方 法 の 欠 点 と して 指

摘 さ れ た の は､ こ の 方 法 で は 労 働 能 力 の 劣 っ た も の の 労 働 意 欲 を 発

揚 で きず､ さ ら に 彼 らの 生 酒 も保 証 で き な い 点 で あ っ た｡

こ の よ う に､ 初 級 礼 に ｢底 辺 世 祁 ｣ を luu入 さ せ る 似 合 に けり腿 と な

っ た の は､ 社 内 で ど の 様 に 作 業 に 従 gIさ せ る か と 言 う 点 で あ っ た｡

ま す､ 三 つ の 方 法 に共 通 す る の は､ r底 辺 世 相 J を 吸 収 す る た め

に も､ 初 級 礼 の 経 営 内 容 を 一 定 盟 富 化 す る こ とが 求 め られ て お り､

しか も い づ れ も 補 助 的 な 労 働 弧 腔 の 低 い 雑 役 に彼 ら を 従 司1さ せ よ う

と し た 点 で あ る. そ の 意 味 で､ こ の ｢底 辺 世 柿 ｣ の 排 斥 問 題 の 解 決

の 性 格 は､ 婦 人 の 似 合 と異 な る｡ つ ま り､ 婦 人 は 従 来 男 子 の み が 従

_gtして い た 基 幹 的 JEt作 業 に参 加 さ せ よ う と さ れ て い た の に対 して､

｢底 辺 世 相 ｣ に つ い て は､ 上 記 の 内 一 つ を 除 け ば､ は じめ か ら珊 協

作 業 に 配 置 す る こ と は 考 慮 さ れ て い な か っ た の で あ る｡

た だ､ 彼 らへ の 所 得 分 配 の 方 法 に つ い て は､ 上 記 の 三 つ は か な り

追 い が あ る｡ 第 1の 方 法 は､ ｢底 辺 世 帯 ｣ を 一 つ の 生 産 隊 に集 め て･

新 た に増 や し た 経 営 部 門 を 分 担 さ せ る と 言 う も の で あ る｡ そ の 場 合

に は､ 彼 らの 所 得 は､ 他 の 社 員 と は 一 応 別 枠 で 切 り離 され て 計 許 さ

れ る こ と に な っ て い る た め､ 他 の 社 員 と所 得 分 配 の 上 で 鋭 く頼 合 す

る可 能 性 が 回 避 さ れ て い る と 見 て 良 い で あ ろ う｡ しか し･ ｢底 辺 世

7.･I｣ の 生 産 隊 の 成 紙 が 良 くな い 場 合 に･ 彼 らの 所 得 を どの 様 に 保 証

し､ 他 の 社 員 と の l*牌 を 避 け る の か が 具 体 的 で は な いo

第 2の 方 法 は､ 二 つ の 計 算 方 法 が 示 さ れ て い る も の の, い づ れ も

一 般 社 員 と同 様 の 作 業 に 横 並 び で 従 If射 し､ 同 じ基 準 で 図 ろ う とす る

も の で あ り､ ｢底 辺 世 相 ｣ の 労 働 他 力 の 低 さ を抑 在 化 させ る恐 れ が

あ り､ こ れ は 前 節 で 考 察 した よ う な ruj題 が 発 生 す る こ と は 不 可 避 で

あ ろ う｡

第 3の 方 法 は､ 指 摘 さ れ る よ う に､ ｢底 辺 世 相 ｣ を 社 員 と して 待

遇 せ ず に､ 初 級 社 の 必 安 に応 じて 臨 時 的 に 屈 用 す る訳 で あ る か ら､

ト5/

彼 ら に安 定 し た 就 業 湖 面 と所 得 を 保 証 で き な い火 WL'lが あ る｡ しか し､

こ の 臨 時屈用 )TZ悠 は､ 瓜 も 自 然 で 大 多 数 の 社 員 の 了節 を 熊J･られ 易 い

方 法 で あ っ た と 思 わ れ る｡

と 言 う の も､ 土 地 改 革 G.'J'の 雇 用 l対係 で､ 50歳 以 上 の 老 人 や 病 弱 者

は 使 役 の 激 し い 年 屈 市 場 に は 参 入 で きず､ LEi繁 州 の 日 屈 い と して の

み 屈 用 さ れ て い た か らで あ る (註 13)

い づ れ に して も､ ｢底 辺 世 引rf｣ の よ う に ハ ン デ ィ を flい､ 従 来 も

屯 内 で の LEt作 業 や 屈 用 場 面 か ら放 正 さ れ て い た も の を 救 折 して､ 初

級 礼 の 収 入 の 岬 大 に 訂 献 す る 労 働 力 と して fll極 rltJに社 内 に配 班 す る

こ と は､ か な りの 難 題 で あ っ た と考 え られ るo

な お､ こ の ｢底 辺 世祥 ｣ を 含 む 貧 凶JSi家 の 初 紙 社 へ の 組 織 化 問 描

は､ こ の 時 掛 の 農 家 の 階 層 変 則 と そ れ へ の 初 級 社 の 設 立 が 及 ぼ した

影 響 に関 わ る も の で あ り､ 後 段 で 改 め て 論 ず る こ と とす る｡

* * *
こ こ で､ 前 A)項 と本 項 で 取 り上 げ た 印 象 を や や 角 度 を 変 え て 検

討 し よ う. 前 編 で 考 察 した よ う に 互 助 組 の 似 合 に は､ 高 力 組 作 業 を

行 う 春 季 捕 機 作 業 や 夏 季 中 桝 作 業 に は 互 助 組 が 編 成 さ れ る が､ 除 草

作 業 の 場 合 に は 手 作 業 が 中 心 に な る た め､ 股 家 が 独 自 に行 っ て 互 助

組 が 解 散 して し ま っ た り､ 春 作 業 と夏 作 業 で は 組 作 業 の 規 模 が 異 な

る こ と､ ま た 冬 季 副 菜 で は 如 何 な る共 同 も行 わ れ ず､ 互 助 組 が 解 散

して しま う状 況 が あ っ た こ と を示 した｡

こ の rHJ題 を 以 上 で 考 察 した 初 級 社 の 場 合 に 当 て は め て 考 え て み る

と､ 労 働 力 の ･･過 剰 " 間 組 を 解 決 した 初 級 社 は､ 単 な る畜 力 作 業 や

段 緊 糊 作 業 の 共 同 組 織 に 留 ま らず､ つ ま り､ 季 節 毎､ 作 業 毎 の 協 業

規 模 とは 無目対 係 に､ 社 員 と して 加 入 した 全 て の 労 働 力 を初 級 社 の 副

業 剖=一つな ど に 軌 貝 して 就 業 さ せ る こ と を 主 眼 と して い た｡

言 い換 え れ ば､ 初 級 社 の 労 働 力 の 編 成 は､ ｢定 款 ｣ 上 の 祉 貝 規 定

を も と に 16歳 以 上 の 男 女 を す べ て 組 和 内 に "丸 抱 え " す る こ とが 前

提 と な っ て お り､ 相 場 作 業 が 必 賓 と しな い労 働 力 や､ 協 業 単 位 の 性

描 (畜 力 作 業 か 手 作 業 か )や 規 模 の 季 節 的 変 化 に対 応 して､ "過 剰
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" に な る 労 働 力 を･ 剛 域 作 業 で の 技 術 改 良 や 別 業 部 門 の BIJ誠 に よ り､

初 級 社 の 経 営 部 門 に つ な ぎ 止 め よ う と して い た の で あ る｡

こ こ に､ 互 助 組 と は 異 な る 初 級 祉 特 有 の 労 働 力 編 成 原 理 を 見 る こ

とが で き よ う｡

紳ミ

第3節 初 級 祉 の L)f地 利 川rul腿 一交 換 分 合 と耕地 LLIJ節 高 配 当 一

第 8位 の 模 範 射 例 の 考 群 で は､ 初 級 社 に お け る j井地 ･役 畜 ･農 具

の 統 一 利 川 に 関 して は 不 明 な 点 が 多 く､ 土 地 の 面 的 な 火 中 利 札 ｢

地 組 J な どの 特 徴 と い くつ か の 問 題 を 指 摘 し た に 留 ま っ て い た が､

本 節 で は ま ず 耕地 の 面 的 利 用 と社 員 に 対 して 支 払 わ れ る ｢地 組 ｣ 水

準 の 問 題 を 中 心 に考 察 す る こ と とす る｡

A )初 級 社 に お け る耕 地 の 交 換 分 合 と未 加 入 農 家 の 排 斥 間 願

本 項 で は､ 初 級 社 の 設 立 に よ る 屯 内 耕 地 の 面 的 利 用 の 変 化 に つ い

て､ 巴彦 /LEj 節 目 区 楽 業 村 の 八 三 初 級 社 の IrJl例 か ら考 察 す る (註

14)｡

こ の 八 三 初 級 社 で は､ 初 級 社 で 利 用 す る排 他 を if壬中 す る た め に 未

加 入 腿 家 に対 して 耕 地 の 交 換 分 合 を･J%制 して い た｡ そ の 前 後 の 状 況

は 以 下 の 通 りで あ っ た｡

ま ず､ ｢八 三 初 級 社 の 耕 地 は､ 非 1i=こ零 細 ･分 散 して お り､ 全 部

で 37地 片 に分 か れ､ 屯 の 四 方 に分 布 して い る た め つ な げ て 耕 作 す る

こ と が で き な い ｣ 状 況 に あ っ た.

1954年 末 に 八 三 初 級 社 は 社 外 の 農 家 に対 して､ 耕 地 の 交 換 分 合 を

強 制 した が､ そ れ は ｢区 委 員 会 の 幹 部 が 1名 派 遣 され て､ 交 換 分 合

の 必 要 性 を 宣 伝 した ｣ こ と を 発 端 と して た｡ 副 村 長 (初 級 社 主 任 を

非 預 ) の 南 棟 凱 ま ｢社 外 の 農 民 の 土 地 が 合 作 社 の 耕 地 と入 り組 ん で

い る の で､ す べ て 交 換 分 合 せ ね ば な らな い｡ さ も な け れ ば 合 作 社 の

経 営 に不 便 で､ 合 作 社 が 生 産 を 発 Jd させ る の に影 管 す る ｣ と主 張 し､

社 外 の 儲 民 は そ れ に従 わ ざ る を 得 な か っ た｡

そ れ と は 対 照 的 に､ 他 方 で 社 員 の 優 越 感 が 助 長 さ れ た｡ 社 員 の 中

に は ｢初 級 礼 は 互 助 組 よ り も 上 位 に立 っ て い る か ら､ 初 級 社 が 排他

が 欲 し い と言 っ た ら そ れ に応 じる べ き だ ｣､ ｢社 外 の 農 民 力1耕 地 を

提 供 しな い と言 い な らば､ そ れ は 初 級 社 を肪 菩 す る行 為 で あ る ｣ ｢

初 級 社 が 排 他 の 交 換 を IR 求 して も､ 社 外 の 脇 民 が そ れ に応 じな い の

で あ れ ば､ 自 分 は 合 作 社 に加 入 しな い で, 臼分 で 桝 作 して い る 方 が
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ま し だ ｣ な どの 発 言 を す る も の が お り､ ま た 初 級 社 に 元 々 い た 以 民

は 様 々 な 班 宜 が 得 られ る こ と を 州 持 して Juu大 して い た と言 う｡

こ の よ う な 状 況 の 下 で､ 短 州 間 の う ち に 19戸 の 未 JJu大 腰 家 の 桝 地

16地 月 が 交 換 分 合 さ れ た｡ そ の 際 に､ 強 制 的 な 交 倹 分 合 を 行 っ た ば

か りか､ 初 級 社 が 編 入 し た 桝 地 は す べ て よ い 土 地 で は kh!か ら近 い 土

地 で あ り､ 等 級 の 低 い 屯 か ら追 い 土 地 は 対 象 に な らな か っ た｡

例 え ば､ 陳 鳳 帆 王 福 生 (土 地 改 革 前 は 3i腿 で､ 土 地 改 Irl後 に 中

農 と な っ た )､ 王 福 氏 王 恒 志 の 4戸 の 6haの 桝 地は 迎 続 して い て､

い づ 机 も 排 他 の 手 入 れ を よ くや っ て い た (土 地 等 級 29級 )｡ だ が､

今 回 の 合 作 杜 の 排 他 交 換 で 等 級 の 低 い (24級 ) 屯 の 繭 外 れ の JJF地 に

交 換 さ せ られ た｡

こ の 桝 地 の 交 挟 分 合 に 初 級 祉 祉 Inlは 大 変 捕 止 して い た が､ 祉 外 出

民 は ｢自 分 の 桝 地 は 合 作 祉 の 耕 地 の 迎 片 化 とIAJ係 無 し､の に､ な ぜ 自

分 の よ い 土 地 が 収 られ る の か? ｣ とlM 光して い た｡

未 加 入 農 家 は 直 ち に初級 社 に対 して 耕 地 の 退 避 を 安 求 し た｡ rp尖

楽 業 村 党 支 部 は､ 合 作 社 管 理 委 員 を 招 謂 して 会 誠 を じ8催 して 強 制 的

な 交 換 分 合 を 批 判 し た｡ そ して･ 副 村 長 の 高 横 笛 が 自 己 批 判 を す る

こ と とな っ た. 彼 の 自 己 批 判 の 中 で 軌 制 的 な 交 換 分 合 の 原 因 は 次 の

よ う に示 さ れ て い た｡ ｢元 来､ 他 の 実 験 合 作 社 を 参 観 して･ 土 地 が

団 地 化 して い る の を 見 て､ 現 地 で どの よ う に 交 換 分 合 した の か を fiu

か す に､ 帰 っ て き て か ら 自 分 の 合 作 社 で そ れ を や っ て しま っ た ｣ とo

そ の 後､ 初 級 社 は 陳鳳 林 ら 4戸 の 戯家 に は J)目地 を 近 辺 し た｡ そ の

他 に つ い て は､ 農 家 と協 議 して 双 方 が 損 を しな い よ う に未 加 入 の 腿

家 に厄日把 を給 付 した り多 め に 排 他 を 分 け た り して 処 理 した｡

結 局､ 合 計 で 13戸､ 32ha､ 12地 片 が こ の よ う な 方 法 で 交 換 分 合 さ

れ､ 交 挨 分 合 を 拒 否 した 8･44haに つ い て は 退 過 し た｡

こ の 一 過 の 過 程 を ま と め る と､ 初 級 社 に お い て 排 他 を 面 的 に 縦 横

して 利 用 す る こ とは 初 級 祉 間 の 先 進 事 例 の 参 観 方 式 (第 3編 第 5

章 節 4節 B)C)項 参 照 ) に よ る 指 導 の 中 で 宣 伝 さ れ た｡ そ し

て､ そ こ で は 耕 地 の 面 的 躯 税 を 行 う 方 法 が 示 さ れ て い な か っ た た め､

匝r

八 三 初 級 社 で は 強 制 的 な 交 換 分 合 の 方 法 が と られ る に 至 っ た の で あ

る｡

そ して､ そ れ が 未 加 入 農 家 の 反 発 を 受 け る や､ 村 党 支 部 が 調 整 に /

介 入 した が､ そ の 絹 製 を 見 て も大 勢 で は 交 換 分 合 を進 め る 方 向 で 処

理 さ れ た の で あ る｡

こ の 過 程 を 押 さ え た 上 で､ この 八 三 初 級 杜 に お け る耕 地 の 面 的 貼

税 が 実 際 に ど の 様 な 意 味 を 持 っ て い た の か を 考 察 す る｡

耕 地 の 分 散 問 題 と初 級 社 に お け る面 的 集 積 に つ い て は､ これ ま で

で は､ 第 1編 第 1奇 袖 論 の 土 地 改 革 前 の 屯 内 の 耕 地 利 11HR祝 に

関 す る 考 察 と､ 本 編 第 8車 第 2Ⅰ前の 貞 山 県 の 楊 指 事 初 級 社 で の

jJl地 の 面 的 塊 根 に 帆 す る 考 察 で 触 れ て き た｡

こ の 八 三 初 級 社 の -TJi例 を 紹 介 した 汗 料 で は 不 明 碓 な 点 を これ らの

考 察 か ら柵 足 しつ つ 検 討 す る｡ 耕 地 分 散 が 実 際 の 脇 作 業 に マ イ ナ ス

の 彩 管 を 与 え る とす れ ば､ そ れ は 各 地 片 が 例 え ば 1Elな り半 口 の 作

業 面 税 に も満 た な い ほ ど 小 さ け れ ば､ そ の た め 1日の 作 業 時 間 が 人

や 役 畜､ 農 具 の 移 動 ･迎 鮎 の た め に中 断 され る と い う不 便 が 生 じ る

場 合 で あ る｡ ま た､ 耕 地 片 の 分 散 度 合 が 大 き い と移 軌 の 時 間 が 長 く

な る｡ こ れ らの 点 は､ 第 1編 で 土 地 改 革 前 の 屯 内 の 耕 地 利 用 図 を 使

っ て 考 察､ 検 討 した と こ ろ で あ る｡ さ ら に､ 克 山 県 の 楊 指 事 初 級 社

の 場 合 に は､ 畦 畔 の 撤 去 に よ る耕 地 面 相 が 増 大 す る メ リッ トも挙 げ

られ て い た (第 4編 第 8車 第 2節 )｡

碓 か に､ 初 級 社 は 一 つ の 屯 の 全 段 家 が 加 入 す る もの ば か りで は な

い し､ ま た初 級 社 へ の 組 織 対 象 勝 家 を 耕 地 の 面 的 貼 付1を 前 提 に 選 定

す る こ と は 試 行 定 款 か ら も 小 論 で は っ て き た 資 料 で も 兄 い だ せ な い｡

従 っ て､ 初 級 社 を組 織 した だ け で は 耕 地 分 散 の 問 挺=ま解 決 さ れ な い

の で あ る｡ さ ら に楽 菜 村 で も 八 三 初 級 社 が 居 住 地 か ら近 い 耕 地 を 塊

根 し よ う と し た 訳 で あ る か ら､ 当 初 は や は り耕 地 分 散 の 関 越 が 存 在

して い た と考 え られ る｡

従 っ て､ 初 級 社 の 段 階 で は 屯 内 す べ て の 農 家 を 組 織 す る か､ こ の

耶 例 の よ う に 未 組 織 戯 家 を 無 視 して 交 換 分 合 を･Jud行 す る以 外 に､ 桝
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地 の 分 散 間 脳 を 解 決 す る 手 だ て は な くか っ た と考 え られ る｡

だ が､ こ の 41例 で は 単 純 な 面 的 分 散 の 克 JJuだ け で な く､ 交 換 分 合

を通 じて､ 未 加 入 農 家 の 所 有 地 で あ っ て も 屯 内 の 良 質 の 耕地 を初級

社 に 取 り込 ん で し ま お う と い う社 員 の 目 論 iLも淵 厚 に 存 在 して い た｡

言 い 換 え れ ば 交 換 分 合 は 屯 内 の 優 良 地 を 初 級 社 に ま と め て 囲 い 込 む

も の で あ り､ 初 級 社 に加 入 し た 良 家 は そ れ を か な りあ て に して JuuA

した と言 え る の で あ る｡

そ して､ 党 支 部 の 批 判 が あ っ た 後 の 謝 先 週 杜 で も､ 初 級 社 の 37地

片 の う ち 12地 片 が 交 換 さ れ て 災 相 さ れ た の で あ る｡ そ こ で は､ 厩 IJu

の 給 付 や､ 耕地 の 質 (等 級 ) を 考 慮 し た 加 盟 が な さ れ た と さ れ て い

る が､ 結 局 は 社 員 は 加 入 以 前 よ り よ い 耕 地 を 入 手 し､ 他 方 で 交 換 分

合 に 応 じ た 未 加 入 農 家 の 桝 地 条 I'トは 相 対 的 に ,-tRi化 した と考 え る こ と

が で き る｡

B )耕地 の 出 資 高 配 当 の 悪 意 的 引 き 下 げ

前 項 の 事 例 は､ 初 級 社 に お け る 耕 地 の 統 一 利 用 が､ 屯 内 の 耕 地 利

用 に 与 え た 影 響 に 関 す る も の で あ っ た が､ 次 に初 級 社 内 部 の 排 他 の

統 一 利 用 の 問 題 点 を､ 耕 地 の 出 資 高 配 当 (原 語 は ｢地 租 ｣ あ る い は

｢土 地 報 酬 ｣ で､ 以 下 原 語 を 使 用 す る ) の 間 魅 か ら考 察 す る｡

本 項 で 取 り上 げ る 事 例 は､ 鵜 西 県 と依 蘭 県 の も の で あ る が､ い づ

れ も ｢地 組 ｣ を 最 終 的 に 廃 止 して しま っ た 串 例 で あ る｡

ま す､ 期 西 県 第 9区 興 華 村 第 1､ 2､ 3初 級 社 の 例 か ら考

察 す る (註 15)｡

興 華 村 の 三 つ の 初 級 社 に お け る､ 1955年 時 点 の ｢地 組 ｣ の 分 配 方

式 は 次 の よ う に 決 め られ て い た｡

ま す､ 第 1初 級 社 で は ｢地 租 ｣ 分 配 を 廃 止 して い た｡ 第 2初 級 祉

で は ｢地 組 ｣ 水 準 が 極 度 に低 く設 定 さ れ て い た｡ 第 3初 級 社 で は ｢

地 組 ｣ を 分 配 す る か､ 分 配 しな い か 未 決 定 の 状 態 に あ っ た｡

こ の よ う な 状 況 に つ い て､ 興 華 村 の 党 支 部 宙 記 は ｢第 1初 級 社 で

は 祉 貝 が 地 組 は 入 らな い と主 張 して い る. 弟 2初 級 社 で は 土 地 を 3

仁打つ

等 級 に 区 分 し､ 1等 地 の 地 組 は 食 描 100rr (1ha当 り )､ 2等 地 は8

0斤､ 3等 地 は 60斤 と 言 う 基 準 で､ 祉ilも浦 姐 して い る ｣ と発 言 して

い た｡

だ が､ 実 際 の 状 況 は か な り過 っ て い た こ と が 報 告 さ れ て い る｡

ま ず､ ｢排 地 面 fl-1が 相 対 的 に 多 か っ た り､ 労 働 力 の 少 な い社 員 や､

労 働 力 が 弱 い が､ よ い耕地 を 所 有 して い る社 員 は､ 不 満 を 抱 い て い

る が､ 公 然 と主 張 で き な い で い る ｣ と言 う の が 実 情 で あ っ た｡ そ し

て､ そ の た め､ 社 員 の 中 に耕 地 の 売 却 や 初 級 祉 か らの 脱 退 が 発 生 し

て い る｡ 当 村 で は 2戸 の 農 家 が 3上白売 却 し､ あ る 社 員 は ｢自留 地 ｣

を 多 く留 保 して 個 人 で 経 営 して い る｡

第 2初 級 社 の 26戸 の 社 員 の 中 で､ 7戸 は こ の ｢地 組 ｣間 REiで 軌 揺

して お り､ 4戸 が 脱 退 を 要 求 して い る｡

ま た､ 互 助 組 に参 JUuして い る 戯 家 は､ 初 級 杜 で は 排 地 が この よ う

に処 理 さ れ る の を L⊥て､ 土 地 投 入 に消 極 的 に な っ て い る｡ そ の 結 果､

村 全 体 で 厩 肥 元 肥 投 入 面 税 率 は 20% に しか な っ て い な い｡

従 っ て､ 村 指 導 幹 部 が 農 民 は 地 相 の 切 下 げ に 同 意 して い る と言 う

の は､ 幹 部 自 身 が ｢土 地 は 幾 らに も な らな い ｣ と か ｢北 大 荒 で は 耕

地 が 多 い の で､ 良 民 は ど う な っ て も気 に留 め な い ｣ と主 観 的 に 思 っ

て お り､ 地 組 の 切 下 げ .廃 止 を行 っ て も､ 戯 家 の 意 見 が 出 な い と思

い込 ん で い る か らで あ る と さ れ た｡ 実 際 に は､ 当 地 で は ｢現 在･ 労

働 力 1人 当 り耕 地 両 税 は 2.8haLか な く､ 余 っ て い る ど こ ろ か､ 小 さ

す ぎ る ｣ と い う の が 実 情 で あ っ た｡

も ち ろ ん､ 1951年 に 戊 民 の 都 市 や 鉱 工 業 地 区 へ の ｢盲 流 ｣ (辛 )

が 発 生 し た と き に は､ 耕 地 を 他 人 に無 住Ⅰ吉凍潰 して 転 出 して ゆ く農 家

が い た こ と も fjI実 で あ っ た｡

だ が､ 党 支 部 IB記 は ｢耕 地 は 早 晩 共 有 化 さ れ る ｣ と公 言 して い る

が､ そ う 言 う 彼 自身 す で に耕 地 や 馬 を す べ て 売 却 して しま っ て い た､

の で あ る｡

*: ｢古 流 ｣ (盲 目 的 流 動 ) とは､ 一 般 に地 方 や 腿 村 部 の 住 民
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が､ 国 家 の 法 律 や 改 鋳 の 許 容 範 囲 外 で､ 都 市 部 に 向 か つ て よ り よ

い 生 描､ 就 業 条 [′l=を 求 め て 殺 到 す る 状 況 を 指 して い る｡

こ の よ う に､ 初 級 社 に お け る ｢地 租 ｣ 水 準 の 引 き下 げ や 廃 止 は､

か な り政 治 的 ･強 制 的 に 行 わ れ て お り､ そ れ が 祉 貝 や 未 加 入 Rl家 の

加 入 忌 避 や ｢地 相 ｣ 取 得 の 放 棄､ 耕 地 へ の 投 入 意 欲 の 減 退 に結 架 し

て い た｡

そ の ｢地 租 ｣ 引 き 下 げ､ 廃 止 の 過 程 を や や 立 ち 入 っ て 考 察 す る｡

ま ず､ 1954年 に は､ 党 支 部 電 記 は 第 1初 級 礼 を 指 導 した｡ 彼 は ま

ず ｢地 租 ｣ の 切 下 げ を 行 っ た が､ 195LIiFは 不 作 だ っ た の で､ - '経 に

収 機 100斤 当 り 3斤 の ｢地 組 ｣ を決 定 し た｡ そ の た め､ 屋 も 傑 良 な JJl

地 で も 1場 当 りの 地 組 は 75斤 に しか な らな か っ た｡ そ こ で､ 社 員 は

嫌 気 が さ して ｢地 組 ｣ を 辞 退 した め､ ｢地 相 ｣ を 廃 止 す る こ と に な

っ た｡

1954年 秋 の ｢削 朝 ｣州 に､ 第 2 ･3初 級 社 が 設 立 さ れ､ 党 支 部 台

記 は 第 2初 級 社 を指 感 す る こ と に な っ た｡ 彼 は 同 じ方 法 で 地 組 の 切

下 げ を 行 っ た｡ 第 3初 級 社 で は､ 社 員 の 意 見 が 分 か れ て い る の で､

｢地 組 ｣ の 実 施 ･廃 止 や 地 租 額 も 兼 だ 未 決 定 の 状 況 に あ る｡

こ の よ う に､ 初 級 社 に お け る ｢地 租 ｣ 廃 止 は､ 党 支 部 (嘗 記 ) の

指 導 が 強 化 さ れ る過 程 で 進 ん だ の で あ り､ そ の 前 段 階 に は､ ｢地 租 ｣

を 排 他 の 質 に 構 わ ず 社 内 一 律 で 設 定 し､ 社 員 が そ れ に 嫌 気 が さ して

し ま う､ と言 う 過 程 を含 ん で い た の で あ る｡

* * *
同 資 料 で は r現 在､ 一 部 の 県 で 強 制 的 に地 組 を 切 り下 げ た り廃 止

す る 現 象 が 発 生 して い る ｣ と して い る が､ 次 に依 ㈲ 県 の 状 況 か ら､

←地 組 ｣ 引 き 下 げ､ 廃 止 の 政 治 的 過 程 を 考 解 しよ う (註 16)｡

ま ず､ 同 県 で は 1952年 に 県 委 員 会 が､ 絶倫 初 級 社 を 実 験 的 に 設 立

した 隙 に は､ 一 律 に 1場 当 り食 椎 100斤 の ｢地 相 ｣ を 与 え る こ と に し

た｡ そ の 後､ 1953年 に は 25の 初 級 杜 が 設 立 さ れ た が､ い ず れ も 蝿 倫

初 級 社 を 参 考 に しつ つ 独 自 に ｢地 相 ｣ を 設 止 した｡

好7
1954年 に初 級 社 は 85社 に増 え た が､ ｢地 組 ｣ を 決 定 す る と き に､

娼 倫 初 級 社 に し た が っ て 地 租 を決 定 し た の で は､ 少 な す ぎ､ ｢1場

当 り100斤 程 度 も ら え る だ け な ら､ も らわ な い方 が ま し ｣ と言 う 意 見

が 出 て､ 社 員 は ｢地 組 ｣ 水 準 が 低 す ぎ る の に 不 満 を 申 し立 て た｡

当 時､ 県 .区 委 員 会 で は､ 農 民 の こ の 発 言 を､ r農 民 の 自覚 は も

は や 地 組 を 必 要 と しな い レベ ル に 通 し た ｣ と認 識 した｡ そ して､ ｢

地 組 ｣ 水 準 を 合 理 的 に設 定 す る こ と を 要 求 す る社 員 に 対 して､ 逆 に

｢落 後 分 子 ｣ や ｢利 己 主 義 者 ｣ の レ ､ソテ ル を 張 っ た｡ そ の あ お りを

受 け て､ 結 局､ 各 社 と も ｢地 組 ｣ を廃 止 す る に至 っ た｡

1954年 秋 に初 級 社 が 人血 に設 立 さ れ た が､ 274祉 す べ て で ｢地 租 ｣ は

与 え られ な か っ た｡

こ の こ とは 社 員 の 脱 乱 を 生 み 出 した. 例 え ば､ 社 員 は 初 級 社 で ｢

地 相 ｣ が 繋無い こ と を 知 る や､ 初 級 社 に 出 資 す る耕 地 を で き る だ け 減

ら し､ 自 留 地 を 多 く した｡ 当 時､ 自留 地 は 腿 家 の l)plで ｢救 命 地 ｣ と

呼 ば れ た｡

同 県 第 4区 で は 社 員 20数 戸 が 120haの 排 他 の 退 退 を 要 求 した｡ 第

4 区 共 勝 村 弟 4初 級 社 の 社 員 跡 雲 延 は､ 1954年 に 115haの 耕 地

を 120万 元 で 畑 大 した が､ 初 級 社 に 加 入 後 ｢地 租 ｣ をn え な か っ た の

で 村 長 に ｢地 組 ｣給 付 を 直 訴 した｡ だ が 村 長 に却 下 さ れ た の で､ 脱

退 を 要 求 す る に 至 っ た｡

ま た､ 同 じ く第 4 区 永 勝 村 の 呉 夫 人 は 1haの 排 他 を退 避 して 別

の 農 家 に 小 作 さ せ よ う と した が､ 初 級 社 か ら退 避 を拒 否 さ れ た｡

さ ら に､ 共 僻 村 第 6初 級 社 の 孟 兆 祥 は､ 息 子 だ け を初 級 社 に 加

入 さ せ､ 自分 は 2.2llaの 優 良 地 を 手 元 に残 して そ れ を経 営 した｡

他 方､ 県 委 員 会 は 上 級 の 政 蹄 文 献 を 検 討 して 従 来 の 誤 り を改 め､

区 委 員 会 古 記 会 議 を 開 催 し､ さ ら に県 ･区 ･村 幹 部 会 誠 を 開 催 して

｢地 組 ｣ 給 付 を 検 討､ 役 括 さ せ る よ う に指 申 した｡

そ して､ す べ て の 初 級 社 で 土 地 の 肥 沃 土 利 用 状 況 に応 じて､ 社

員 の 討 ほ を経 て 合 理 的 な ｢地 租 ｣ を決 正 す る よ う に な り､ 耕 地 退 退

要 求 や 開 墾 仲 川日.J雌 が 解 決 さ れ た と い う｡ ま た､ 第 6区 迫 台 稲 村
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勇 躍 初 級 社 の 独 り者 の 社 員 は､ 2haの 耕 地 の ｢地 組 ｣収 入 を 得 る

こ と に な っ て 地 粗 収 入 で 生 楢 を 維 持 す る こ と が で き る よ う に な っ た｡

使 節 県 の 場 合 に は ｢地 租 ｣ 廃 止 が 県 委 員 会 の 指 串 と して 強 制 さ れ

た｡ そ の 論 理 は 舶 西 Jq と 同 じで あ る が､ ます ,U詩委 員 会 が 指 導 して 設

立 し た 娼 伯 初 級 社 で ｢地 組 ｣ が 低 く設 定 さ れ､ そ の 普 及 の 結 娘 と し

て 各 初 級 社 の 社 員 が ｢地 組 ｣ 取 得 を放 棄 す る -gi態 が 発 生 し た｡ 実 隙

の 社 員 の 言 動 そ の も の は ｢地 組 ｣ 廃 止 に 対 す る不 満 の 表 現 で あ っ た

が, ｢地 組 ｣ の 放 棄 =農 民 の 自 覚 向 上 と言 う こ と の み が､ 県 委 員 会

に フ ィ ー ドバ ッ ク し た の で あ る. ま た そ の 是 正 も 上 か らの 指 導 (政

雄 文 献 の 下 達 ) に よ っ て 始 め て 行 わ れ た｡

股 終 的 に は､ ｢地 租 ｣ が 合 理 的 に設 定 さ れ る よ う に な っ た と さ れ

た が そ の 内 容 は 不 明 で あ る｡ 従 っ て､ ｢地 租 ｣ の 引 き 下 げ､ 廃 止 が

初 級 社 に どの 様 な 紹 浦 的 意 味 を 持 っ て い た の か､ つ ま り各 社 員 の 所

有 地 を 評 仙 せ ず に 一 律 に 設 定､ 廃 止 す る 必 資 性 が ど こ か ら生 じ た の

か を 考 察 す る こ とは 断 念 せ ざ る を 得 な い｡ た だ､ ｢地 租 ｣ 廃 止､ つ

ま り耕 地 の な し崩 し的 な 共 有 化 は､ 論 理 的 に は そ の 後 の 初 級 社 の 経

営 に と っ て ｢地 組 ｣ を 支 払 う コ ス トが 節 約 さ れ る 意 義 を 持 つ と思 わ

れ る｡

と も あ れ､ こ こ で は ｢地 租 ｣ の 設 定 が 政 治 的 ･主 観 的 に 行 わ れ た

と言 う事 実 を 前 提 と して､ そ れ に 対 す る 社 員 の 対 応 を 考 察 す る に と

どめ る｡

す で に 紹 介 し た･ 農 家 の 対 応 な ど を 改 め て ま と め た の が 表 9 -4

で あ る｡

こ こ に 表 現 さ れ て い る 初 級 社 に 対 す る 社 員 腿 家 の 反 発 は､ 主 要 な

も の と して は､ まず 脱 退 で あ り､ 次 に 初 級 社 に 出 資 す る耕 地 を 削 減

し ｢白留 地 ｣ を 拡 大 しよ う と す る 傾 向 で あ っ た｡ 前 者 は 元 よ り､ 後

者 に つ い て も､ こ れ らは 初 純 礼 と の 関 わ り を 絹 小 し家 族 経 営 に "撤

過 " しよ う とす る 動 き で あ っ た｡

だ が､ 個 別 に 考 群 す る と､ 農 家 の 状 況 に応 じて そ の 意 味 が 追 っ て

い る｡

衣9-4 初級礼 における r地flL｣廃止の影響

緯/

地名 農家の状況 農家の対応および農家が受ける彩管

鶏西県I 耕地が多い 耕地売却

労働力が少ない r自留地｣拡大=出Y!する耕地の削減

佳良地所有農家 初級祉からの脱退要求

互助組参加農家 ･肥料土地投入に消極的

う全村の厩肥投入両横率は20%

依利腕 出所する耕地の削減 =●｢救糾 也｣拡大

同県 社員 (20戸 ) 耕地120伯の進退を要求

第 4区l

那4区 那 4初級祉社員 54咋に新旭川入 (1.5伯､ 80万元/伯 )

共桝 寸 排空廷 う r地租｣給付盟求⇒脱退要求

第4区 節6初級祉社員 労働力 (息子)だけを加入させる

共勝村 孟兆祥 本人は偵良地2.2伯を残 して､経営する

第 4区 呉夫人 (寡婦 ) I耕地 1伯を別の農家に小作させる

水準村 う返還要求は初級社から遥遠を拒否 された

第 6区 勇柁初級社社員 l｢地租 ｣給付決定後ー ｢地租 ｣所得で生計

沼料 :① ｢"北大荒農民不看虫土他''喝? ｣,崩穐江日報1955年 6月 19日･

② ｢依棚二百多個社的土地確定7合理的粗殺 ｣,果福江日報1955年 りヲ25日.
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例 え ば､ 鵜 西 頻 の 耕 地 が 多 く労 働 力 の 少 な い LEt家 に と っ て は､ 自

らが 耕 作 で き な い耕 地 の 貸 付 先 と して､ 初 紋 社 が 不 利 で あ る､ と 言

う考 慮 が 働 い た と考 え られ る｡ こ れ は､ 依 触 媒 の 第 4区 の 寡 婦 と第

6 区 の 独 り者 の 社 員､ つ ま り ｢底 辺 Lu'村 ｣ に と っ て は､ ｢地 組 ｣ 所

得 の 多 寡 が 直 様､ 生 計 の 維 持 に 閲 わ る た め､ も し ｢地 租 ｣ を 支 払 わ

れ な い初 級 社 に 排 他 を 貸 し付 け た とす れ ば､ 自 らの 生 死 に 関 わ る 窮

地 に 追 い 込 ま れ る こ と に な る の で あ る｡

そ れ 以 外 の 状 況 は､ 一 般 的 に初 級 社 と の 関 わ り を 小 さ く しよ う と

す る 家 族 経 営 の 行 軌 と して 一 括 で き る｡ つ ま り､ 戯 家 に と っ て 耕 地

の Lti資 は､ 制 度 解 釈 と して は､ 共 同 で 耕 地 を 利 川 し､ 統 一 経 IL2に よ

っ て そ こ か ら出 役 労 働 所 得 を 得 る た め の も の で あ る と言 う 側 面 を 持

っ て い た が､ r地 租 J を 取 得 す る 純 利 と して 言 え ば､ 出 資 は 所 有 地

を 半 ば 強 制 的 に 小 作 に 出 す こ と を 意 味 す る の で あ る｡ そ して､ そ の

上 で ｢地 相 ｣ が 計 許 さ れ な い の で あ れ ば､ む しろ 個 別 で 耕 作 した 方

が 有 利 な の で あ る｡ 具 体 的 に は､ 依 蘭 県 第 4区 共 勝 村 の 孟 兆 祥

の 場 合 は､ 家 族 労 働 力 1人 (息 子 ) を ''柑 牲 " に す る と して も､ 桝

地 だ け は 破 り戻 して 戸 主 を 中 心 に 経 営 す る 行 軌 に 出 て い る｡ ま た､

同 村 の 跡 雲 延 の 場 合 は､ 自 ら行 っ た耕 地 細 入 投 資 の 回 収 方 法 と して､

家 族 経 営 を 退 択 して い る｡

* * *
さ ら に､ 初 級 社 で の 耕 地 の 出 資 高 配 当 水 準 の 間 櫛 は､ い ま 見 た よ

う に そ れ が 政 治 的 に 決 定 さ れ る こ と か ら農 家 独 自 の 意 志 決 定 に よ る

耕 地 利 用 との 衝 突 が 起 き た の が 実 態 で あ っ た｡ こ の 衝 突 の 根 底 に は､

農 家 に お け る 耕 地 利 用 が､ そ の 家 族 労 働 力 利 用 同 様 に 小 作 料 収 入 も

含 め た 多 面 的 な 利 用 を 図 り､ 農 家 所 得 を 多 角 的 に 確 保､ 増 大 さ せ て

ゆ く家 族 経 営 自体 の 特 性 が 存 在 して い た と総 括 で き よ う｡

最 後 に 付 言 して お くな らば､ 郭 例 か らは 明 か で は な い が､ ｢定 款｣

に定 め られ た よ う に､ 初 級 社 に加 入 す る 隙 に 一 旦 ｢地 相 ｣ を 評 価 す

る と そ の 後 は 朽 評 価 さ れ な い 一一 豊 度 な どの 増 加 分 は 初 級 社 の 娘 B]

労 働 の 成 米 と 見 な さ れ る -一 と い う 制 度 そ の も の に対 す る､ IBi家 の

シ93
反 発 と言 う 安 東 も 勘 案 さ れ る べ き で あ ろ う｡

第 4m 初 級 社 に お け る役 畜 の 利 川 ･管 理 と出 資 前 配 当 問 題

本 節 で は､ 初 級 社 に お け る 役 畜 の 利 用 間 RZiを 扱 う｡ 役 畜 は 第 1絹

で 明 らか に し た よ う に､ 土 地 改 革 前 か ら洪 砥 江 粥 の 食 掘 生 産 に お い

て､ 非 常 に虫 要 な 地 位 を 占 め て い た｡ そ れ は､ 初 級 社 で も 同 様 で あ

り､ そ こ で は 良 家 が 所 有 して い た 役 石 は 社 内 に 出 資 さ れ る｡ 従 っ て､

こ こ で は 役 畜 の 出 讃 高 配 当､ 役 畜 の 飼 料 聞 RZiお よ び 繁 殖 問 題 な ど に

渡 っ て 考 舞 す る｡

A )役 畜 の 売 却 ブ ー ム 間 RZi

初 緋 社 に お け る役 畜 の 利 用 閲 腿 を似 剛 す る た め に､ 初 級 祉 設 立 の

｢南 柏I｣ 州 に 生 じた 役 畜 の 売 却 聞 腿 に つ いて､ 呼 蘭 リ議の 状 況 か ら ま

ず 考 察 す る (註 17)｡

ま ず､ 役 畜 の 売 却 現 象 に つ い て は ･･･

1954年 末 以 来､ 呼 蘭 県 の 役 畜 交 易 市 場 で は､ 版 元 が 多 く､ 購 入

が 少 な い た め､ 役 畜 価 格 が 下 落 しつ つ あ る｡ 数 十 万 元 で 大 人 の 馬

が 購 入 で き､ 5万 元 で 2歳 の 小 牛 1頭 が 月推入 で き る｡ こ の よ う な

状 況 は か つ て 無 か っ た｡

平 年 で は 年 末 に 1日 の 交 易 頑 数 は 10-20蛸 程 度 で､ そ の 日 に 売

り出 さ れ た 役 畜 は､ そ の Elの う ち に売 りtJ)れ る｡ しか し､ 現 在 で

は 1日 に40頭 が 売 り出 さ れ る が､ 1日 にせ いぜ い 1 I2頭 しか 買

い 手 が つ か な い｡ 価 格 も下 落 し､ 1953年 末 の 屈 低 価 格 で 1501160

万 元 の 耕 馬 が､ 1954年 末 に は 60-70万 元 に 下 落 した｡ 場 合 に よ っ

て は､ 役 畜 の 販 売 は 肉 の 版 元 よ り収 入 が 少 な い の で､ 各 地 で 馬 の

屠 殺 が 発 生 して お り､ 第 9区 だ け で 20軸 余 りの 馬 が 屠 殺 さ れ た｡

1954年 末 か ら55年 2月 初 め ま で に､ I,000頁貞以 上 の 馬 と排 牛 が 売

却 さ れ た｡
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な ど と報 告 さ れ て い る｡ こ の Ji,7凶 に つ い て は､ r一 部 の 区 ･村 幹

部 は､ 初 級 社 が 従 来 の 169社 か ら､ 1954年 末 ま で に 588杜 が 新 設 さ れ

た た め､ 役 畜 が 以 前 ほ ど必 要 な く な り､ 売 却 さ れ る の は 必 然 的 現 象

で あ る､ と考 え て い る ｣ と言 う も の が 紹 介 さ れ た 後 に､ 役 畜売却 の

特 徴 か ら本 当 の 原 因 が 次 の よ う に 指 摘 さ れ て い る｡

役 畜 売 却 の 特 徴 は､ 売 却 理 由 の 中 で､ 体 力 の 設 え た 馬 を よ い 馬 と

買 い 換 え る と い う合 理 的 な も の は ご く僅 か で､ 大 部 分 は 幼 い 鳳 老

い た 馬､ よ い 馬､ 使 う必 要 の 無 い 馬 が 販 売 さ れ る､ 点 で あ っ た｡

そ の う ち､ ｢幼 い 馬 の 売 却 は､ 初 級 祉 で は 成 燭 の み が 必 質 で あ る

し､ 初 級 祉 に 入 れ た くて も､ 幼 い 馴 ま入 れ られ な い｡ さ ら に､ 腿 家

は 飼 料 が 留 保 で き な い し､ ま た 飼 育 す る 家 族 人 員 も不 足 して い る の

で､ 幼 い 馬 は 売 却 す る しか な い ｣ と言 う 理 由 で あ っ た｡

ま た､ 老 い た 馬 や 弱 っ た 馬 の 売 却 の 理 由 は､ ｢初 級 祉 が 新 規 に 社

員 を 加 入 させ て も､ 生 産 部 門 を 増 や さ な い の で､ IU社 員 は 新 し く入

っ て き た 馬 が 飼 料 だ け 食 べ て 遊 ん で い て､ 飼 料 負 担 や 馬 粗 だ け が 憎

ぇ る こ と を 忌 避 す る｡ そ こ で､ 新 規 入 社 社 員 に は 土 地 と労 働 力 の 入

社 だ け を 認 め て､ 馬 の 入 社 は 許 可 しな い ｣ と言 う もの で あ っ た｡ そ

の た め､ 例 え ば 第 11区 苔 上 村 の 朱 文 財 は 耕 地 4 泊 と馬 1頭 を 所 有

して い た が､ 初 級 社 は 耕 地 だ け の 出 資 を 彼 に 認 め､ 馬 の 入 社 は 拒 否

さ れ た｡ 冬 鳳 祥 は 馬 3頭 を 所 有 して い た が､ 1頁崩しか 入 社 を 許 可 さ

れ な か っ た｡

さ らに､ 馬 を 所 有 して い る の は 多 くが 富 裕 戯 家 や 馬 の 多 い 中 脳 で

ぁ っ た こ とか ら､ ｢彼 らは､ 加 入 を 希 望 して い る が､ よ い 馬 を 出 資

して 損 を す る の を 細 っ て､ 余 分 の よ い 馬 を 売 却 す る｡ あ る い は､ 入

社 の 前 に､ よ い 馬 を 惑 い 馬 とロ い 換 え て か ら加 入 す る ｣ 傾 向 が 生 じ

て い た｡

例 え ば､ 第 10区 双 発 村 の 富 裕 崩 家 朱 山 は 馬 4夢虫を 所 有 して い

た が､ 初 級 社 に 加 入 す る 前 に 1娘 を 売 却 した｡ だ が､ ｢社 内 で は 馬

が 不 足 して お り､ こ の よ う な 事 例 は 少 な くな い ｣ の で あ っ た｡

こ の よ う に､ 使 う 必 要 の 無 い 馬 が 売 却 さ れ る 傾 向 は､ 合 作 化 の 進
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行 す る村 で 普 遍 的 に 兜 生 して い る｡ 例 え ば､ 節 10区 範 家 村 で は 19

54年 に 4つ の 初 級 社 を 設 立 し､ 55年 初 頭i=こさ らに 3祉 設 立 した｡ し

か し､ 労 働 組 椛 は う ま くで き た が､ 役 畜 を 有 効 に 使 う こ と が で き な /

い た め､ 村 全 体 で 馬 12輔 が 売 却 さ れ た､ と言 う｡

こ の よ う に､ 1954年 の ｢稀 潮 ｣JtJlに な っ て､ 初 級 社 の 設 立 が 進 む

に辿 れ て 馬 の 売 却 が 増 大 す る 傾 向 が 普 遍 的 に 発 生 して い た｡

そ の 理 由 と して 挙 げ られ た こ とは､ 初 級 礼 の 実 際 の 馬 の 利 用 問 題

を 反 映 して い る と見 られ る｡ そ れ を整 理 す る な らば､ そ の 第 1は･

初 級 社 で は 成 馬 の み が 必 要 と さ れ､ そ れ 以 外 の 役 畜 の 利 用 が 減 少 す

る な どの 利 用 間 臥 第 2は､ 初 級 祉 内 部 で の 役 畜 飼 料 も不 足 して い

る し､ 個 人 で 幼 い馬 な ど を 繁 殖 ･胴 市 す る に して も飼 料 が 不 足 す る

と言 う飼 料 間 RBと緊 析 Iu]乱 発 3は､ 71裕JEi家 に とっ て の 馴 ii資 の

利 酋 関 越 で あ る｡

こ れ らが 総 じて､ 初 級 社 に お け る役 畜 の 利 川 問 題 (繁 殖, 飼 弔､

使 役 の 間 比 ) を 形 作 っ て い る の で あ る が､ 具 体 的 に は､ 以 下 に 別 の

事 例 か ら考 察 す る こ と とす る｡

B )役 畜 の ｢共 有 化 ｣ 問 題

初 級 礼 が 設 立 さ れ る過 程 で は､ 前 節 で 見 た よ う な ｢地 租 →の 廃 止

閲 歴 と同 様 に､ 役 畜 の 強 制 的 な 買 収 ･共 有 化 問 題 が 発 生 して い た｡

役 商 の 共 有 化 は､ 初 級 祉 ｢定 款 ｣ に お い て 必 ず しも 禁 止 さ れ て い

た わ け で は な い が､ 役 畜 の 利 川 ･管 理 を 含 め て 聞腿 の 多 い も の で あ

っ た｡

こ こで 扱 う 綜 化 県 第 6区 腰 馴 寸の 事 例 で は､ 区 委 員 会 か らの

指 削 こよ り馬 の f7収 ･共 有 化 が 強 行 され､ 最 終 的 には 相 応 の ｢馬 阻 ｣

を 出 資 社 員 に 支 払 う よ う に 是 正 さ れ た｡ そ こ で､ 以 下 で は､ 馬 の 共 ･

有 化 に特 有 な 問 題 とイ)卜せ て､ ｢鳥 相 J が 政 治 的 に廃 止 され た場 合 の

農 家 の 対 応 に つ い て 考 察 す る (註 18).

腰 田 村 で は 1955年 初 頭 に 6つ の 初 級 社 が 新 設 さ れ た｡ そ して､ r

どれ も組 織 的 ･経 済 自tJ基 鎚 が 弱 く､ 既 存 の 挿 恨 組 で は､ 排 転 ･捕 雌
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作 業 を 共 同 で や る が､ 中 排､ 除 草､ 収機 は 個別 で や っ て お り､ 井 戸

描 概 も 問 雌 が な か っ た の で 相 互 に 協 同 して い な か っ た｡ こ の よ う な

関 係 を基 礎 と して 初 級 社 が 設 立 さ れ た ｣ と言 う｡

そ して､ 設 立 後 間 も な く､ 区 委 員 会 幹 部 が 来 村 し､ 馬 の fl収 ･共

有 化 を 主 張 し た｡ 社 員 に 対 して は､ 点 前芯形 態 =無 I1-1兆 石 化､ 中 等 形

態 =共 有 化 す る が､ 合 作 社 が 元 所 有 者 に 利 子 付 き で 代 金 を 支 払 う､

低 級 形 態 =馬 の 等 級 区 分 に応 じた fl貸 料 (馬 粗 ) 給 付､ の 三 つ の 形

態 を 示 し た｡

そ こ で､ 社 員 は､ 無 償 共 有 化 に 反 対 し､ 所 有 者 へ の 利 子 支 払 形 態

を探川 す る こ と を 主 張 し た｡ しか し､ 利 子 水 畔 や､ 利 子 支 払 に よ っ

て 何 時 ま で に 元 利 を 返 済 し完 全 な 共 有 化 を 行 う か が 討 誠 も され ず､

結 局 無 住(共 有 化 に 等 し く な っ たO 区 委 員 会 幹 部 の 独 断 先 行 に､ 村 党

支 部 も､ 馬 の 共 有 化 は ｢貧 農 ｣ に 有 利 だ か ら, と言 う 埋 LElで 反 対 し

な か っ た｡

こ の よ う な､ な し肋 L的 な 馬 の 共 有 化 の 血 行 に 対 して､ 初 級 祉 社

員 の 学 徳 浦 な ど兄 弟 3人 の 中 で､ 長 努 は 加 入 す る こ と を 主 張 し た が､

次 男 ･三 男 は 馬 と耕 地 が 共 有 化 さ れ る の を 恐 れ て 反 対 して､ 兄 弟 で

意 見 が 対 立 し た｡

ま た､ 同 村 の 王 字 本 初 級 社 で は､ 初 級 社 設 立 会 議 の 時 に､ 出 席 者

の 半 数 が 中 途 退 惜 し､ 残 っ た 20数 戸 に は 馬 3頭 しか な か っ た｡

馬 の 共 有 化 は､ こ の よ う な 混 乱 の 中 で 進 行 し､ 従 っ て 強 制 的 共 有

化 の 影 響 は 初 級 祉 設 立 後 も 引 き続 い て 存 在 し た｡

馬 の 共 有 化 に 伴 っ て 生 じた 問 超 は 大 き く二 つ に 類 別 さ れ る｡

第 1は､ 共 有 化 に 際 して､ 馬 を 持 つ 腹 家 は そ の 馬 を 提 供 し､ 馬 を

持 た な い 農 家 は 共 有 化 資 金 (つ ま りfl収 '資 金 ) を 負 担 す る こ と に な

っ た が､ こ の 共 有 化 資 金 の 負 担 間 脳 が 発 生 し た｡ 第 2は､ 共 有 化 級

の 馬 の 利 用 管 理 状 況 の 問 題 で あ る｡

ま す､ 窮 1の 馬 共 有 化 資 金 の 負 担 rlil超 で あ る が､ 1労 働 力 当 り35

0元 の 出 資 が 割 り当 て られ た (* )｡ 馬 を 持 た な い 農 家 に は ｢負 JB ｣

が 多 く､ そ こ に 割 り 当 て られ た 出 資 金 の 負 担 は､ ｢貧 農 に と っ て は
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食 う や 食 わ ず の 状 態 を秋 ま で 続 け て も 返 済 で き な い街 ｣ で あ っ た｡

同 様 に､ 同 村 弟 3初 級 社 の 31戯 社 員 学 習 和 は 1労 働 九 5人 家 族､

耕 地 1.8伯 と言 う抜 道 人 口 の 多 い世 相 で あ っ た が､ 秋 に 収 機 が あ っ て /

も､ 出 資 金 負 担 を控 除 す る と食 べ る も の が な くな っ て しま う､ 状 態

で あ っ た｡

こ の よ う に､ 馬 の 共 有 化 は､ 馬 所 有 戯 家 に 影 響 を 及 ぼ す ば か りで

な く､ 日 収 ･共 有 化 資 金 の 負 担 と して 3i困 戯 家 に も虫 い経 済 的 負 担

と して は ね か え っ て 来 る も の で あ っ た｡ だ が､ 資 料 で は 明 示 的 で は

な い が､ 初 級 社 の 経 営 か ら見 れ ば､ 社 員 の 負 担 に よ っ て･ 将 来 の ｢

馬 租 ｣ 支 払 負 担 が 解 消 さ れ た 訳 で あ る か ら､ この 部 分 の コ ス トが WJ

約 さ れ る メ リ ッ トが 存 在 す る と考 え られ る｡

他 方 で､ 燭 が 共 有 化 さ れ る と､ 初 級 礼 の ｢卜で r役 畜 を誰 も管 理 し

な い 状 況 と､ 役 商 の 売 却 が 進 行 し ｣､ ｢元 /i,馬 の ヲ!照か っ た 腿 家 も 偶

理 し た通 りで あ る｡

こ の よ う な 拓L乱 の 中 で､ 雲 禄 初 級 社 で は 耕 地 LO相 に対 して 馬 11戸fi

Lか い な くな り､ しか も そ の 内 2頑 は 使 役 に 耐 え な い た め､ 2台 の

型 も 利 n]で き な くな っ て し ま っ た｡

ま た､ 段 家 の 巾 に は､ 村 政 府 に ｢馬 売 却 許 可 証 ｣ (原 語 は ｢日 馬

介 紹 信 ｣ ) の 発 行 を 筆 求 す る も の が 後 を 断 た な か っ た｡ 1954年 末 か

ら55年 初 WLに か け て､ 従 来 30欄 し､た鵜 も､ 死亡26日fi(うち 社 内 7WI)
､ 売 却 2欄 で､ 残 っ た 馬 257g員の う ち70% 以 上 が や せ 細 っ た 馬､ 10%

が 地 役 に 耐 え な い 燭｡ 使 役 で き る 馬 は 26頭 と な っ て し ま っ た｡

こ の よ う な 邸 態‖こ対 して､ 村 幹 部 (村 長､ 村 党 支 部 留 記､ 村 人 民

委 員 な ど ) は､ 燭 売 臥 馬 屠 殺 は ｢資 本 主 讃 思 想 ｣ で あ る と断 定 し､

馬 売 却 証 明 13 の 発 行 を 停 止 し､ 村 人 民 委 員 会 は よ い馬 の 削 ､馬 へ の

削 ＼換 え を 一 律 禁 止 した｡ しか し､ 腿 民 の 蛸 売 却､ 馬 屠 殺 は 秘 か に

進 行 して い っ た｡

こ の 混 乱 を 収 拾 す る た め､ 県 委 員 会 は 工 作 組 を 派 氾 し､ 村 党 支 部



表 915 初級社における馬共有化の影野

(綜化県 第 6区 腰屑村､ 1955年 )

農家概況 農家の対応及び農家が受 けた影響

村公安委貝 梱栄 馬 3娘 ① 1954年秋の初級祉設立前 に 2銅を売却 した

荷車 1台 ②初級社設立後は馬 1頭 と荷車 1台を自分で利fl
③ 区委貝全幹部に発見されて説得 されたので､

馬を初級社に出f!した

④ 出貞以後 はー 自ら馬の面倒を見 ようと しない

J第3合作祉祉fl 候源富 ①従来は馬の而例を良 く見ていた

(参共有化以後は､ 馬が柄気になっても無帆心

王艮互助組組員 高臣一 ①馬を買 う計画でいたが それを放棄 した
② l955年は牛を伯 りて耕作 し､ 秋 に加入予定

未加入農家 TqlJ有 馬 3ifR .①馬を才才偵共イ1-化するのを閃 いて､ 馬の 挫き占を

見な くな r)瞬 くrLJ]にやせ細 って しまった

社員農家 武徳臣 ①馬拙450斤 + 1人の労働200労働 El+地租で

馬 lW1 年所得6000斤 (愈機換fi)

(作業荷旨力の劣 った馬 ) (診副産物 と副業収入を合 わせ､ 年収は倍増す る

富裕農家 弓長永財 馬 1.5頭 (》馬拙1450斤 +耕也 l.7伯の地組918斤 +年労働

(張 は点 も優秀な働 き手 ) 日250労働 日6600斤 =合計jTrT得8900斤 (計画 )

資料 : ｢正確地対待入社農民私有財産 ｣,黒奄江 日報 1955年5月10日.

l
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委 t'l､ 村 人 Li委 Li､ 合 作 祉 主 任､ 互 助 組 和 良 糊肝 会 誠 を 召 放 して､

馬 共 有 化 を 批 判 し､ 節 3初 級 社 を 中 心 に 止 止 工 作 を 行 っ た｡ そ して､

馬 を 等 級 に 分 け て ｢よ瑞相 ｣ を 支 払 う 方 法 に 改 め た｡ 新 た に L等 紙 の /

馬 粗 を 年 1WIコ ウ リ ャ ン 1,200斤､ 2等 級 1,100rr､ 3等 級 900斤 な ど

と 区 分 し ｢瑞 相 ｣ を 給 付 す る こ と と し､ 焔 を Jrrjj-す る ｢rllEl｣ の 不

満 が 解 消 さ れ､ 村 内 の ,鴨 売 却 現 象 も､ 蛸 順 入､ よ い 馬 へ の flい 換 え

と言 う 正 常 な 先 口 状 況 に 転 じ た と い う｡

混 乱 の 発 生 と そ の 娃 正 過 程 は､ 区 委 rl会 に よ る 共 有 化 強 制 - N 党

支 部 ･初 級 礼 の 服従 → ii笠家 レ ベ ル の ./i占乱 (ク'e却 ･店 殺 )→ N'委 員 会

工 作 組 の 派 jn- 区 委 員 会 ･村 党 支 部 へ の 批 判 → 初 繊 社 で の ｢,trS柑 ｣

水 準 特 定､ と し て 巡 旭 し た｡ こ の t亘 ･村 レベ ル の 指 城 の 脳 乱 が 児 要

員 会 へ の 肺 臓 貼 rl.に よ り是 正 さ れ る と い う プ ロ セ ス は､ ま さ に 合 作

化 迎 軌 の 典 型 的 な 図 式 と 照 応 して JLMHして い た の で あ る｡

Llこ 1二 :I:

だ が､ 共 有 化 屋 正 後 の ｢馬 柑 ｣ 水 畔 が 実 際 に ど の 様 な 利 川 ･哲 理

状 況 の 改 茜 を 結 梨 し た か と言 う 点 に つ い て は 不 明 で あ る｡

従 っ て､ こ こ で は 共 有 化 を 巡 る 設 家 の 対 応 に つ い て 考 察 す る こ と

とす る｡ 再 び 衷 9 - 5 に 戻 る な らば､ こ こ で 見 られ た 初 級 社 と 農 家

の 厳 し い 対 抗 閲 係 は､ 富 裕 農 家 の 家 族 経 営 と初 級 社 の 対 抗 と して 現

れ て い る｡ 同 表 の 上 か ら 4つ 目 ま で の 例 は､ 家 族 経 営 の 場 合 に 馬 を

荷 車 な ど と併 せ て 利 用 して お り (恐 ら く戯 作 業 ば か りで な く農 閑 期

副 業 と し て の 迎 輪 業 な ど も行 っ て い た と推 測 さ れ る )､ 当 地 の 段業
な ど に と っ て の 燭 の 魂 要 性 を 反 映 して､ そ の 飼 育 管 理 も か な り徹 底

して 行 わ れ て い た｡ ま た､ 自 ら筋 金 蓄fTlを 行 っ て 馬 を 順 入 す る 傾 向

も 存 在 して い た｡

そ して､ 共 有 化 が 決 定 して 以 降 は､ 腿 家 は 馴 押入 計 画 の 放 棄 や､

管 理 の 放索､ さ ら に 完 卸 と言 う 対 応 に 出 る こ と に な る の で あ る が､

こ れ は 単 に ｢馬 柑 ｣ 所 得 が ゼ ロ に な る こ とか ら発 す る と言 う だ け で

な く､ 共 有 化 が こ の よ う な 富 裕 戯 家 の 綻 ･L旨JLm Hの 杜 で あ る ItF,を 初 披

礼 に 閃 い 込 ん だ こ と に も 起 因 す る も の と考 え られ るo



Jot)

無 論､ ｢馬 柑 ｣ が 計 印 さ れ､ 支 払 わ れ る切介 に は､ 腿 家 は 臼 分 の

馬 の 価 値 を 下 げ な い た め に､ つ ま り ｢燭 柑 ｣ lirr符 を 下 げ な い た め に

も､ 初 級 社 で の 自分 の 鵜 の 飼 育 状 E出目こ気 を 配 る こ と も 有 り得 る｡ そ

の 状 況 を 示 し た の が､ 同 表 の 共 有 化 が 崖 ⊥Eさ れ r.I.u u｣ 評 価 が tR子.7;-

した 後 の 下 二 つ の 例 で あ る｡ そ れ ぞ れ の ｢.鵬 柑 ｣ の 評 価 街 や 咋 irr村

の 額 が ど の 様 な 意 味 を 持 つ の か は 不 JlJjで あ る が､ 武 徳 臣 で は IJJ級 祉

か らの ｢馬 組 ｣ 所 得 が 全 休 の 7.5%､ 張永 fuの 場 合 に は ｢馬 拙 ｣ が 1

6･3% の 比 塵 を 占 め る と さ れ た｡ しか し､ ｢馬 租 ｣ 所 得 が 保 証 さ れ た

と言 っ て も､ 家 族 経 営 の 場 合 に 馬 を Elら利 川 して 労 働 所 得 や 地 代 Ii-r

得 を 含 め た 払土合 所 相 と して の 戯 某 所 相 を 柑 る 切 合 とは､ 当 然 .7if味 が

ダ阜な っ て 来 る と考 え られ る｡

C )初 級 社 に お け る 繁 殖 川 役 席 の 管 埋 軽 視 EuJ越

前 Ti'1で は 成 ,Faの 初 級 祉 へ の .liJ.ffの ru)雌を扱 っ た が､ A)Illで も 触

れ た よ う に成 ,Jおで な い L社馬 や 幼 い 馬 が 初 級 社 か ら排 斥 さ れ る状 況 も

存 在 した｡ こ こ で は､ 仲 川 リ;ミ 第 2区 の TS例 か ら考 察 す る (註 19)｡

1955年 に な っ て 梓 川 料 弟 2区 で は､ 区 内 の 14力村､ 65初 級 社 を 対

象 に､ E:J=馬 と 仔 馬 の 初 級 社 へ の 出 汚､ 利 用 問 題 に 関 す る調 査 が 行 わ

れ た｡ そ こ で､ 明 らか に な っ た 状 況 は､ 次 に 見 る よ う に､ 繁 殖 用 の

母 馬 や 出 生 後 の 仔 馬 が ｢馬 粗 ｣ 評 価 や 飼 料 配 分 の 面 で 不 当 に差 別 さ

れ て お り､ 結 架 的 に これ らの 馬 が 初 級 社 か ら排 斥 さ れ る 傾 向 が 存 在

して い た こ と で あ る｡

ま ず､ ljll馬 や 仔 馬 が 初 級 社 に受 け 入 れ られ な い J,qi因 と して 挙 げ ら

れ た の は､ 第 1に､ 行 え る 仕 Igi虫 が 少 な い､ 第 2に､ 飼 料 が 多 く必

質､ 第 3 に､ 体 力 が 無 い､ 第 4 に､ 作 業 に 山 られ な い 時 間 が 多 い､

第 5に､ 仔 燭 は 人 に 苗 を 及 ぼ す､ 箱 6に､ IJ)級 社 で は 仔 潟 の 而 倒 を

見 る ま で 人 手 が 回 らな い､ な ど で あ っ た｡

つ ま り､ 初 細 社 で は 作 業 に 通 年 で 使 役 で き る成 馬 の B'7J胃 ･管 理 が

傑 先 さ れ､ 馬 の 繁 殖 の た め に､ ｢鵜 粗 ｣ や 飼 料 を 配 分 す る こ と が 負

担 と さ れ て い た の で あ る｡

lo4

従 っ て､ 初 級 杜 で は L辻鵜 の ｢,tu LL｣ は 仔 ･[!-3よ り も約 30% 低 く川Tえ

られ て い た. 例 え ば､ 邦 2区 文 化 村 紅 JJAl=ノ)紋 礼 で は･ 1091iの 小

.qf,の ｢鰯,柑 ｣ は 1戸fi当 り2,430斤 (i-貨物 換 fTl) で あ る が､ 6:n'17の L:l･鵬

は 1iifi当 り1,816斤 で あ っ た｡

ま た､ 1954年 の r...7;潮 ｣州 以 前 か ら あ る初 級 社 で は､ 1955年 に な

っ て Lil馬 の ｢,粥 組 ｣ が 195JiFよ り130-300斤 引 き下 げ られ た｡ 例 え

ば､ 桜 家 納 付 r7･yuJJ細 社 の 付 鴇 5頭iiの l人1､ 1L.fiの ｢･tW Jl｣ が 5J畔

よ り100斤､ 1朗 が 300斤､ 2Wlが 400斤 そ れ ぞ れ 引 き下 げ られ､ 無目日

放 川 が Igflで あ っ た｡

だ が､ 初 級 礼 で は､ .L馬の 緊 姉 を 社 内 で 行 う た め に､ ｢馬 111｣ と飼

料 の 配 分 に つ い て､ 訓盟 の 試 子了yHt吉呉が な さ れ て い た｡

例 え ば､ 山 Yfさ れ た後 に初 級 礼 で 生 ま れ た IF-,粥 と､ 1号蝿 に伴 っ て

,lil-13さ れ た 仔 I馬の 飼 料 配 分 や､ そ の ｢lTrjl怖 ｣ の JJ.75属 を巡 っ て 状 の

よ う な 調 整 が な さ れ て い た｡

ま ず､ 馬 の 咋齢 別 の 飼 料 の 配 分 につ い て で あ る が､ 一 般 に･ 生 後

6ケ 月 以 上 の Lf馴 ま成 馬 の 粗 飼 料 の 半 分 の 基 準 で 初 級 社 が 提 供 し､

初 級 社 が 飼 育 す る. 二 歳 馬 は 成 馬 と同 虫 の 粗 飼 料 を給 付 す る｡ 三 歳

馬 は 無目u使 役 さ れ る が､ そ の 馬 の ｢所 有 権 ｣ は 出 資 した社 員 に 帰 屈

す る と さ れ て い る｡

っ ま り､ 仔 馬 が 初 級 社 で 飼 育 さ れ る場 合 に､ Lf馬 の 成 長 に 伴 っ て､

出 資 した 祉 Eiに 対 して 支 払 わ れ た ｢馬 租 ｣は 次 第 に 引 き下 げ られ る

が､ ｢所 れ 権 ｣ そ の も の は 元 の 所 有 削 こ残 る よ う に処 理 さ れ て い た

の で あ る｡ 従 っ て､ 社 員 が 初 級 祉 か ら脱 退 し よ う とす る場 合 に は､

成 長 した 馬 の 仙値 増 加1分 を 初 級 社 に支 払 う こ とな く･ 100%の ｢所 有

権 ｣ を 主 張 で き る の で あ る｡

ま た､ こ の 仔 燭 の ｢所 有 椎 ｣ に つ い て､ 一 部 の 初 級 社 で は､Wr規

に 出 fiさ れ た If,Faも､ 初 級 祉 で 生 まれ た 仔 ･鰐 も の ｢所 有 純 一 もjtに､

初 級 祉 6臥 祉 Ei4割 あ る い は 初 級 祉 7肌 蛸 主 3割 の 比 率 に す る

よ う に決 め られ て い た｡ こ の 場 合 には､ ll･･l･!･''を 出 汚 し た祉 臥 あ る

い は 仔 焔 を .LJj座 した 即 鰯 を山Yfした祉 E=ま, 定 率 だ が 咋々憎 研 さ れ
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る r馬 fIIJ を 受 け 収 れ る が､ 彼 が 別 紙 社 か ら脱 辿 す る 切 介 に は､ ･l･!三J

の 評 価 新 の 60% あ る い は 70% を 支 払 わ ぬ ば な らな い の で あ る｡

しか し､ 初 級 礼 の 一 部 に は､ こ の よ う な khlrこを と らず に､ た だ r

共 有 IuihHl.Y.･や す た め に ｣､ 仔蛸 を 上hi低 の 価 格 で 日 収 Lj一日jL化 す る も

の も あ っ た と 言 う｡

だ が､ 現 実 に は､ こ の 三 つ の 処 理 方 法 の い づ れ に対 して も祉 L-1は

不 満 を 持 っ て い た､ と言 う｡

例 え ば､ 隆 興 初 級 社 の 社 員 李 福 才 は､ 成 潟 1輔 と 仔 馬 1軸 を 所

有 して い た が､ そ の 馬 に 配 分 さ れ る飼 料 は､ 彼 Fl身 の 計 f7･に よ る と

の 次 の よ う に な る｡ 成 拐 1蛸 の ｢,ti;柑 ｣ は､ 1954叶 に 合 作 社 か ら現

物 支 給 で､ 粗 飼 料 1,500斤 (=35元 / i,000斤 で 87元 と な る ) +ig3犀

飼 料 200斤 (=552J花 ) =合 計 142.2元 で あ っ た｡ だ が､ 生 後 6 ケ 月

の 仔 .鴨 は 成 馬 の 半 分 と規 定 さ れ て い る か ら､ 71.1)花｡ 成 焔 と1)fせ て

2甜 の ｢,粥 粗 ｣ は 213.3元 分 に な る｡ だ が､ 実 際 に は､ そ れ は 2軸 の

,% が 必 安 とす る 飼 料 代 に も 及 ば な か っ た､ と 言 う｡

そ の た め､ 同 初 級 社 で は 社 員 に よ る 仔 馬 の 苑 tlJの 進 行 して い た｡

同 様 の 状 況 は､ 第 2区 で 普 遍 的 に 発 生 して い た よ う で､ 当 時､ 区 内

の 母 馬 395頭 の う ち､ 274g員が 繁 殖 州 に な っ て も妊 娠 して い な か っ た

(不 妊 率 69% )｡

さ ら に､ 公 勝 村 の 紅 hi初 級 社 と四 馬 架 村 の 束 9単初 級 社 で は 1953-

19541Fに､ 飼 育 不 良 に よ り母 馬 ･仔 馬 が 15曽gl死 亡 した と言 う し､ 第

2区 の 4つ の 初 級 礼 で は 樹上!521gfiの う ち､ 4WLが す で に 先 jJl処 分 さ

れ､ 7軸 の 売 却 が 計 画 さ れ て い る と言 う有 様 で あ っ た｡

こ の 母 馬 と 仔 馬 の ｢馬 粗 ｣ の 問 題 は､ 初 級 社 に お け る 馬 の 利 川

管 理 の 問 題 点 を 災 lt]的 に 表 現 して い る と 見 る こ と が で き る｡

初 級 社 で､ 母 馬 や 仔 馬 につ い て ｢鴇 粗 ｣ の 引 き 下 げ や､ 所 有 者 の

｢所 有 権 ｣ を 低 く評 価 す る こ とや 飼 料 が 節 約 さ れ る の は､ こ れ らの

馬 が 実 際 の 作 業 に 使 役 で き な い こ と か ら生 じ た の で あ る が､ そ れ は､

使 役 可 能 な おtの 成 馬 の 維 保 の た め に 必 安 な､ 所 有 者 へ の ｢馬 租 ｣ の

支 払 や､ 成 馬 を 仙 役 可 (拒な 状 態 に 刑 7-7す る た め の 飼 料 配 分 の 上 で 純

Jで1)

合 す る か らで あ る と考 え られ る｡

そ して､ 純 米 的 に 初 級 祉 内 部 で は､ Jlj鵜 や Lf絹 の 哲 理 や､ 緊 姉 が

怪 祝 さ れ､ ま た 売 却 を 巡 行 した の で あ る.

他 方 で､ 社 員 の JJ-で も､ 仔 燭 の .Ll'.於 を 忌 避 し､ 完 ]･Jjす る 傾 向 が 存

在 して い た｡ 社 員 の 判 断 と して は､ 例 え ば､ 興 降 初 級 社 の 社 員 李

福 才 の 例 が 挙 げ られ る｡ 彼 は､ ｢馬 枇 ｣ が 飼 料 代 に も な らな い と不

満 を 呈 し た が､ そ れ は､ 彼 自 身 が ｢,tS組 ｣水 準 の 評 価 を､ 主 観 的

綻 塀 的 に 飼 料 代 との 比 較 に お いて rTつ た か らで あ り､ FP実 上､ 仔 馬

の 価 佃 と そ れ を 飼 市 して き た 門 川 が 評 IInさ れ ず､ r燭 柑 ｣ に も 反 映

しな い初 級 社 へ の .lilHYfと､ そ れ な りに 評 仙 さ れ る ク'E却 (あ る い は †川

人 飼 市 ) との 比 較 を 行 っ た の で あ る｡

D)初 級 社 に お け る,l馬の 利 Jtj状 況

こ れ ま で は､ 初 級 礼 の 設 立 に伴 う投 荷 (,% )の 利 川 flLu雌 を､ 主 と

して iJJ級 社 へ の 出 Yfの 局 面 で 発 生 した Iul腿 点 を 考 解 して き た. そ こ

で､ 本 Iilで は 本 節 の 考 察 の 締 め く く り と して､ 初 級 祉 内 部 で の 役 育

の 利 用･管 理 体 制 の 状 況 と関 わ らせ て 考 察 を 加 え る｡ 本 項 で は､ 19

50咋 代 の 初 頭 か ら上馬の 緊 頼 ･飼 育 が 盛 ん で あ っ た 貞 山 県 仁 里 村 の

紅 光 初 級 社 と輩 光 初 級 杜 の 事 例 か ら､ こ れ ま で 考 察 して き た ｢馬 粗 ｣

問 REiや 飼 料 配 分 rul題 を､ 初 紋 社 の 設 立 に伴 う 馬 の 利 用 ･管 理 状 況 の

変 化 と閲 係 付 け て 検 討 す る (註 20)0

仁 当主利 の 解 放 後 の 鵜 生 成 の 沿 革 を振 り返 る な らば､ そ れ は 1951坤

に ソ 迎 傑 良 品 碓 ドン ス ク (中 国 語 表 記 は ｢噸 WT克 ｣ ) を 泣 入 した こ

とか ら始 ま る｡ 当 時､ 同 村 で は､ 母上!る生 産 を 発 娼 させ る･ ドン ス ク

品 種 の 交 配 ･仔 収 り を 行 う､ つ ま り ドン ス ク 品 椎 の 繁 殖 飼 育 の 一

日 生 産 を 行 う 計 所 が 諦 証 され た｡ 同 時 に 燭 の 死 亡 率 を 引 き 下 げ を 達

成 し､ 1953畔 に は 以 屯 江 省 の ｢特 等 1前座 模 範 村 ｣ に演 出 さ れ た｡

だ が､ L954年 希 に 同 村 に 2つ の 初 級 社 が 設 立 され､ 1954年 秋 に 村

全 体 で 合 作 化 が 完 成 す る と-gi煙 は - 愛 した｡ 良 家 は 馴 押入 か ら馬 売

却 指 向 に 転 じ､ よ い 絹 を 市 て て い た ｢.r,JB ｣ の 生 産 意 欲 が 急 速 に 減
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退 しっ て しま っ た｡

こ の よ う な 胡 変 の 契 機 とな っ た の は 初 細 祉 設 立 に よ っ て J.I;の 利 川

･飼 育 現 場 が 変 化 し た こ と､ つ ま り従 来 の ｢燭 の 私 有 ･私 用 か ら私

有 ･有 朋 共 用 へ､ ま た 個 人 飼 育 か ら娘 団 飼 市 へ と変 化 した ｣ こ と で

あ っ た と 言 う｡

こ こ で は､ 本 節 で こ れ ま で 柁 iltlJに 留 ま っ て い た 初 級 社 に お け る .鰐

の 利 llH人況 が ほ ぼ 完 全 に 示 さ れ て い る｡

そ の 発 1は､ 初 級 社 の 設 立 に よ っ て 馬 の 利 川 率 は 高 ま っ た が､ 馬

の 利 用 場 面 が 拡 大 さ れ な か っ た の で､ 馬 "過 剰 " 現 象 が 発 生 し た｡

｢初 級 社 と して は 仕 1軒 を 割 り 当 て られ な い焔 が 発 生 す る こ と を 恐 れ､

ま た 仕 役 さ れ な い馬 が 無 駄 に 飼 料 を食 べ て 飼 料 コ ス トを 負 担 し き れ

な くな る こ と■を 恐 れ た ｣｡ そ こ で､ 余 っ た 馬 を 所 有 者 に戻 し社 外 に

排 斥 す る 捕 捉 を 鞭 っ た｡ 例 え ば､ こ の 二 つ の 合 作 杜 で は､ 8Wiの 老

い た 燭 と体 力 の 弱 っ た 馬 が い た が､ そ れ ら に は 作 業 能 力 が あ る の に

作 業 が 割 り当 て られ ず 排 斥 さ れ た｡ こ れ が､ 社 員 の 馬 生 産 意 欲 が 減

退 した 要 因 の 第 1で あ る｡

第 2は､ ｢馬 粗 ｣ の 水 準 設 定 が 不 合 理 で､ よ い 馬 の ｢馬 粗 ｣ が 低

く､ 劣 っ た 馬 の ｢馬 粗 ｣ が 相 対 的 に高 い こ と で あ っ た｡

例 え ば､ 紅 光 初 級 社 の 規 定 で は､ 1等 1級 の 馬 の ｢馬 粗 ｣ は 4石､

3等 6級 の 馬 は 3石 で あ り､ 劣 っ た馬 の 1年 の ｢馬 粗 ｣ で 同 様 の 馬

が 1頭 月井入 で き る が､ よ い馬 の 馬 組 で は 3年 分 で も 同 様 の よ い 馬 が

購 入 で き な い､ と言 う水 準 で あ っ た｡

第 3は､ 仔 馬 の 飼 育 浄 用 が 高 く､ 飼 育 コ ス トが 過 大 に な っ た こ と

で あ る｡ 紅 光 初 級 社 で は 2歳 の 仔 馬 を 出 資 し た 場 合 に は､ 所 有 者 は

合 作 社 に 対 し て 馬 革 200束 と手段厚 飼 料 1石 (コ ウ リ ャ ン 700斤 ) を 支

払 わ ね ば な らず､ 社 内 で の 飼 育 で は 実 際 に年 間 で 50元 相 当 の 飼 育 コ

ス トが か か る｡

つ ま り､ 社 員 に と っ て､ 仔 馬 を 出 資 す る と飼 料 負 担 が か さ む ん で

しま い､ とは 言 っ て も､ 家 庭 で は 面 倒 を 見 る 労 働 力 が 残 っ て い な い

の で､ 2 ･3歳 の 若 馬 を 売 却 し､ ま だ 売 りLbせ な い 小 馬 は 仕 方 な く
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社 内 に残 さ ざ る を 'lfiな か っ た｡

ま た､ 輩 光 初 級 社 の 馬 所 有 農 家 張 水 生 は､ 新 品 種 の 雌 の 成 馬 を

出 資 せ ず 個 人 で 繁 殖 を 行 う こ と に した｡

第 4は､ 社 員 個 人 の 役 畜 飼 育 と初 級 社 の 蛇 田 労 働 との 矛 盾 が 存 在

す る こ と で あ る｡ 祉 員 は 自分 の 畜 産 部 門 を管 理 で きず､ 畜 産 部 門 を

もつ 一 部 の 社 員 は､ 自分 の 家 畜 を 管 理 で き な いの を 気 に しな が ら初

級 社 の 作 業 に 山 役 して い たO

第 5は､ 初 級 社 内 の 家 畜 の 使 役 ･管 理 体 制 の 混 乱 して い る こ と で

あ る｡ 個 体 転 の 仙 川 状 況､ そ の 繁 閑点､ 給 朗liL が ま ち ま ち で､ 餌

や 水 の 供 給 が 忘 れ られ た り､ 母 馬 の 交 配 が さ れ な か っ た り､ 北 田 の

飼 育 1人悠 が 悲 化 し役 畜 の 等 級 が 下 が っ て 来 る 現 象 が 生 じた｡

こ れ らの rul皿 点 を ま と め る と､ まず､ 初級 礼 に お い て 鯖 の 利 川 翠

の 向 上 に 反 して､ 蚊 役甜数 が 減 っ た こ とが 指 摘 で き る｡ これ は､ 特

定 の 燭 -一 倍.馬､ 仔 燭､ 老 い た馬､ 体 jJの 弱 っ た 絹 を 除 く触占kな 成

馬 1- に 作 業 の 別 当 が 災 申 し､ 他 の 鵜 は 有 効 に利 Fljす る場 面 が 提 tJE

さ れ な か っ た の で "過 剰 " 状 態 に お か れ た こ と を 示 して い る｡

そ して､ 初 級 祉 内 部 の 飼 料 配 分 問 題 と して は､ 成 馬 の利 用 率 が 苗

ま り､ (そ れ に辿 れ て 成 馬 の 飼 料 配 分 が 増 え た と思 わ れ )､ 成 馬 以

外 の 飼 料 配 分 が nlJ減 さ れ た の で あ る｡ 従 っ て､ 仔 馬 の 飼 育 につ い て

は､ 出 資 した 社 員 に飼 料 提 供 が 義 務 Ijけ ちれ､ 社 内 の 飼 料 負担 を 軽

減 す る こ と に な っ た の で あ る｡

さ らに､ 初 級 社 で 利 川 され ず､ ま た 飼 料 負 担 の 虫 さ か ら社 員 の 判

断 に よ っ て 実 質 的 に 初 級 社 か ら排 除 され た馬 は､ 個 人 で飼 育 す る こ

と に な る が､ 自 らは 初 級 社 の 作 業 へ の 出 役 遜 務 が あ り､ 事 実 上､ 個

人 で の 燭 の 飼 育 は 不 可 能 に な っ て い た｡ こ こ には､ 母 寓 や 仔 馬 も 含

ま れ て お り､ 初 級 社 で は 馬 の 繁 殖 が基 本 的 に排 除 され､ ま た個 人 で

繁 殖 を 行 う迫 も か な り狭 め られ て い た の で あ る｡ 従 っ て､ 初 級 社 で

は､ 50年 代 和 郎1の 状 況 と は 全 く異 な っ て､ 繁 殖､ 飼 育 の項 節 を 欠 い

た､ 単 に 概 存 の 成 馬 を 使 役 す る だ け の 状 馴 こな りつ つ あ っ た の で あ

る｡



lo'

* * *
こ の よ う な 状 況 に 対 応 して､ 1955年 春 に は､ 馬 "過 剰 " 関 越 の 解

決 が 試 み られ た｡

ま す, 体 力 の 弱 っ た 馬 の "過 剰 " 問 題 の 解 決 蹄 と して は､ 初 級 社

の 生 産 項 目 と役 畜 の 班 役 場 面 を 増 や す 招 正 が と られ た｡ 例 え ば､ 輩

光 初 級 社 で は､ 春 季 精 機 作 業 糊 に ｢深 く耕 し丁 寧 に管 理 し､ 多 収 見

作 物 の 作 付 を 増 大 し､ 桝 起 を 多 く し､ 閑 聖 を 拡 大 し､ 終 年 抑 肥 を 行

い､ 共 同 放 牧 を 行 い､ 娘 団 養 豚 を 行 い､ 造 林 を 行 う ｣ な ど - 迎 の 増

産 ･増 収 措 選 を 計 画 した｡

初 級 祉 で は 作 付 面 相 が 245haで あ っ た か ら, 上 記 の 増 産 技 術 を 探 川

す る と馬 の Lu役 作 業 が 7896馬 ･El必 賓 に な る｡ 馬 1頭 当 り年 間 250日

出 役 す る な ら､ 馬 は 32頭fi必 要 に な り､ 現 有 は 27gflだ か ら､ 過 剰 で な

く 5輔 不 足 に な る と さ れ､ 社 員 大 会 で 社 外 に 放置 さ れ て い た 老 い た

馬 と弱 っ た 馬 を 社 内 で 利 用 す る よ う決 定 した｡

続 い て､ ｢馬 粗 ｣ の 等 級 間 の 差 が､ 馬 の 行 う作 業､ 作 業 能 力､ 価

格 に 応 じて､ 等 級 区 分 を 再 調 整 さ れ た｡ 全 体 と して 3等 7級 に 区 分

し､ 各 級 の 差 街 は 0.25石 と し､ 1級 と 7級 の 差 新 は 1･5石 で 従 来 よ り

0.5石 大 き く し､ よ い馬 を も つ ｢中 農 ｣ も 劣 っ た 馬 を も つ 丹 困 虚 家 も

不 公 平 感 を 感 じな い よ う に し た (袈 9 - 6a)参 照 )｡

た だ､ 表 に 示 した よ う に､ 全 体 で の ｢馬 粗 ｣ の 水 準 は 少 しづ つ 引

き下 げ られ て お り､ 等 級 間 の 格 差 が 拡 大 修 正 さ れ た 点 は 認 め られ て

も､ 全 体 と して の 引 き 下 げ に､ 社 員 が ど の よ う な 反 応 を した の か は

不 明 で あ る｡

ま た､ 仔 馬 の 飼 育 コ ス トも 引 き 下 げ られ､ ま た 仔 馬 の 年 齢 に 応 じ

て 奨 な る 飼 育 丹 用 を 設 定 し た｡ 表 9 - 6b)に 示 した､ 馬 草 (粗 飼 料)

､鵜 原 飼 料 (穀 物 ) お よ び 使 役 労 働 出 役 の El数 の 水 準 に つ い て､ 客

観 的 に判 断 す る 材 料 は 示 さ れ て い な い が､ 所 有 者 の 負 担 分 は 調 整 前

よ り大 幅 に 削 減 さ れ､ ま た 飼 育 労 働 が 労 働 日 と して 公 認 さ れ て い る｡

ま た､ 放 牧 に つ い て も 同 様 に 作 業 人 員 が 保 証 さ れ る｡ ま た､ 所 有 者

が 一 定 出 校 す る 他 は､ ｢初 級 社 の 飼 育 員 が 統 一 飼 育 す る の で､ 飼 育

rb7

衣 9-6 光山県 紅光初級礼と華北初級社の ｢)馴山｣と1(･馬飼符捌 口の調整

a)｢馬山 ｣の劉生

1放 2級 3級 Jl級 5披 6級 7級

-9.1生前 4石 3石

fl料 : ｢仁里村農民美馬椛極性是怒様高･張起米的 ｣..rA日誌江 u報 )955年-6月4日

註 :各等の区分が不明のため､ ここではさL1人しなかった｡

b)仔馬絹円粥川の所有者fH旦分の調整 (叩･J;i:斤/班 )

年齢 摘草 沼Jg飼料 餅群労働出役 備考

3歳馬 2100 300 10労働日 ①放牧糊以外 (7ケ月)は社内で飼汚する.②放牧jlJJは､共同放牧｡費用は所有者負担 とし.初級社が使役する時は馬租を払 う.

2歳馬 端午の節句以前に出生 1300 250 8労働日 2歳馬の年間飼育費用は､29.2-41,6元/頭C

端午の節句以後 に出生 1200 220 6労働 日

秋に出生 810 180 4労働El

資料 ｢仁里村農民養馬禎極性是思様高弓偏起米的｣,鼎屯江 El報 195時 6月柑
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労 働 力 は 維 促 さ れ る ｣ と さ れ て い る｡

ま た､ 初 級 社 で 母 燭 が 産 ん だ Jf,鴨 の B･･]市 負 担 も 訓 聖 さ れ た｡

そ して､ 1954年 に 産 ま れ た 仔 馬 は､ 初 級 礼 の 負 担 で 25ケ 月 飼 育 し､

そ の 時 点 で 価 格 評 価 し､ 初 級 社 が そ の 4割 の 利 払 を 所 有 者 は 6割 の

利 点 を 分 け る こ と と した｡ 改 良 品 種 の 鳩 は､ 飼 育 相 川 は 初 級 社 と所

有 者 で 折 半 し､ 利 益 は 同 じ く初 級 祉 4割､ 所 有 者 6割 で 分 け合 う｡

1955年 に 交 配 し56irlに 出 産 し た 仔 馬 は､企i･]育 掛川 は 初 級 社 とJIJf有 者

で 折 半 し､ 25ケ 月 後 の 利 益 も 折 半 す る｡

っ ま り､ 屈 終 的 に 仔 馬 の LLi生 か ら25ケ 月 間 は､ 初 級 社 と所 有 者 で

飼 料 も そ の 利 益 (所 有 権 ) も 折 半 す る 体 制 が 確 立 さ れ た の で あ る｡

この よ う な 調 整 に よ り､ 初 級 社 の 飼 育 狩 川 も 過 大 に な らす､ 25ケ 月

後 の 利 益 を 目標 と して 皆 が 飼 育 に 利 益 を 感 じ る よ う に な っ た と言 う｡

以 上 の よ う な 調 整 の 結 射､ 初 級 社 内 部 に は､ 仙 役 に 供 さ れ る 成 Jq毒

で も 健 頗 な 燭､ 弱 っ た 鵜､ 老 い た 馬 な ど作 業 能力 が ま ち ま ち で あ り､

加 え て 繁 殖 FlIの 母 馬 や 山 生 し た 仔 馬 な ど､ 年 齢､ 性 別､ 作 業 能 力 の

異 な っ た 馬 が 使 役､ 飼 育 さ れ る こ と に な っ た｡ ま た､ 馬 の 状 況 の 差

異 に よ っ て､ 必 要 と さ れ る飼 料 や 飼 育 作 業 も 所 有 者 と の 上 記 の 取 り

決 め に よ っ て 区 別 さ れ ね ば な らす､ 非 冊 に複 雑 に な っ た も の と思 わ

れ る｡ そ こ で､. こ の 新 し い状 況 に対 応 す る た め に も飼 育 労 働 力 の 確

保 と飼 育 体 制 が 整 備 さ れ た｡

そ の 内 容 を 整 理 し た の が 衷 9 - 7で あ る｡ 馬 の 飼 育 作 業 は 放 牧 と

通 常 の 飼 育 作 業 との 二 つ に 大 別 さ れ て い る (通 常 の 飼 育 作 業 の 内 容

は､ す べ て 華 光 初 級 社 の も の ). 放 牧 に つ い て は そ の 斡 用 が 全 額 所

有 者 負 担 で あ る こ と は衷 9 - 6a)で す で に示 した｡ そ して､ 特 定 の

放 牧 貝 を 決 め 労 働 日 に応 じて 出 役 労 働 の 報 酬 を 初 級 社 か ら分 配 す る

こ と に な っ て い る｡ 放 牧 貝 は 馬 に 十 分 な 朗 と水 を や る こ と が 決 め ら

れ て お り､ そ れ が 守 られ な か っ た 場 合 に は 放 牧 貝 の 管 理 不 行 届 き と

して 労 働 日 を 控 除 し､ 損 失 分 は 所 有 者 へ は 初 級 社 が 弁 済 す る｡ こ の

よ う に､ 馬 を 出 資 した 社 員 が fi任 外 の リ ス ク を 負 わ ず に済 む よ う に

さ れ た｡

衣 9-7 鬼LLl鵬 紅光初級社と華北初級社の).ra飼T3･仙役体制

岬

作業内容 作業出役要員 作業評価と汽別制度

放牧作業 放牧貝 1.5人tl 飼育費用は所才子者負担
放牧貝 1人年けり日0労働FT

損失賠償 :放牧貝 5労働日控除.

所1jJ者には初級社が府償.

通常飼育作業 飼育貝2人 (発光初級礼の例 )

① 2人で43gTL管理

(》給餌､ 飼料9,は@-小屋侍理t 馬製ー 出産 1人草選別､

(診燭 l粥当り14労働El

(診各季節毎に肉付 き牽検査

⇒合格の場合3労㈱Ef奨励

飼料 .水運ぴ 1人③使役糊附]*の､給水､ 逆相只ブラシ掛 け､蹄鉄整備､ 1人 ④使役 .飼帝で問uiあれは 1労働 El控除

⑤駄馬受胎率75%以上の場合に奨励○

i3料 ; ｢仁里村農民美馬硯極性是怒様高張起米的｣,黒奄江 El報1955年6月4日･

lヽ ‡
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ま た､ 通 解 の 飼 育 体 制 で は や は り的 市 貝 が EFlkTさ れ る｡ 華 光 初 級

社 の 二 人 の 飼 育 員 に は､ そ れ ぞ れ 作 顎 分 担 が あ り 1人 は 出 産 を 含 む

馬 を 直 は 管 理 す る技 能 を 賓 す る 作 業 を 分 担 し､ 他 の 1人 は そ の 周 辺

の 作 業 を 分 担 す る｡ た だ､ 農 作 業 州 は 馬 が 性 役 ざ れ る の で､ 迎 輸 貝

(御 者 ) も そ の 一 郎 の 作 業 を 分 担 す る こ と に な る｡

飼 育 作 業 の 検 査 は､ 季 節 作 業 (相 和､ rr7桝､ 収柏､ 運 搬 ) の 終 7

後 の 肉 付 き状 1蛭を 見 て 行 わ れ る｡ ま た､ 繁 雑 に つ い て も 牡 馬 の 受 胎

率 な どで 検 査 さ れ る｡

こ の よ う な､ 細 か い 作 業 の チ ェ ッ ク を 様 々 な 特 徴 を 持 つ 潟 に 対 し

て 行 う こ と に 対 応 して 細 か い 個 体 管 理 が 求 め られ る こ と に な っ た｡

例 え ば､ 春 季 捕 碓 作 業 お よ び 夏 季 作 業 州 に は､ 従 来 の ｢革 ･飼 料

の 撫 制 限 組 か月｣ か ら ｢定 見 給 餌 ｣ に､ 飼 料 は ｢大 ざ っ ぱ な 調 浪 ｣ か

ら ｢細 か い調 判 ｣ に､ さ ら に ｢粗 飼 料 を 適 iilt給 餌 す る ｣ ｢飼 料 を よ

く粉 砕 す る ｣ ｢馬 革 は 細 か く裁 Wrす る ｣ ｢革 に塩 水 を 混 ぜ る ｣ よ う

に し､ 従 来 の ｢共 通 の 網 袋 柵 で 給 餌 す る ｣ の で な く ｢個 体 晦 に 桐 を

分 け て 給 餌 す る ｣ な どの よ う に 変 え る｡ ま た､ 馬 に は 番 号 を つ け て､

番 号 毎 に 餌 を や り､ 個 体 毎 に 餌 桶 を 決 め る｡ さ ら に､ 団 場 に 出 る と

き に は 餌 袋 を つ け て や り､ 圃 場 作 業 中 で も給 餌 で き る よ う に した｡

こ の よ う な､ 飼 育 ･使 役 休 制 の 整 備 が どの 程 度 実 効 を持 っ て い た

の か は 資 料 か らは 明 らか に さ れ て い な い｡ だ が､ 総 じて 馬 の 使 役 場

面 の 拡 大 や ｢馬 粗 ｣ 水 準 や 飼 料 負 担 水 準 の 調 整 に 対 応 して､ 噂 門 の

作 業 人 員 を 配 正 して､ 細 か い 個 体 管 理 を 行 う よ う に な っ た こ と で､

飼 料 も有 効 に 利 用 さ れ､ 所 有 者 が 初 級 社 に馬 を 預 け る こ と か ら生 じ

る リ ス ク を 軽 減 す る こ と に な っ た と思 わ れ る｡

そ の 場 合 に､ 従 来 の 最 も大 き な 間 RZiは 飼 育 の た め の 飼 料 と労 働 力

の 保 証 で あ っ た か ら､ そ れ が 新 体 制 が 効 媒 的 に実 践 さ れ た 場 合 に 関

り馬 の 利 Jll問 題 は ど う に か 解 決 さ れ 得 た と考 え られ る｡

∫り

弟 5m 初 級 礼 で の 収 益 分 配 と農 家 fulの利 省 間 REi

以 上 の 詣 WJで は､ 労 働 九 排他 お よ び 役 畜 の 利 川 ･評 価 問 題 を 個

別 的 に考 解 して き た｡ そ の 中 で も指 摘 した よ う に 初 級 社 と い う経 営

体 に は､ 労 働 力 お よ び 生 産 手 段 の 所 有 状 況 と､ そ れ に 規 定 され る 生

酒 水 準 に お い て 階J頭蓋 を 持 っ た 戯 家 が 祉 1-3と して 組 純 され て い る｡

従 っ て､ 労 働 力 と生 産 手 段 の 利 )1]を 巡 る 例 え ば 訂 裕 農 家 と貴 囲 農

家 と の 間 で の 利 害 対 立 は､ 最 終 的 には初級 祉 で の 収 捜 後 の 収 益 分 配

の 際 に も 発 生 す る こ と に な る｡ む しろ､ こ の 報 酬 分 配 が 農 家 に と っ

て 初 級 社 へ の 態 度 を 決 す る良 も虫 安 な 局 面 で あ っ た と も考 え られ る

の で あ る｡

さ らに 初 級 礼 の 経 営 が 党 や 政 肘 の 政 蹄 指 節 に拘 束 さ れ る た め､ 初

級 社 の 経 営 留 保 と社 員 へ の 分 配 分 の Fldlの 調 盟 IuJ雌 が 発 生 す る｡ こ の

点 を 瓜 後 に考 察 して､ こ れ ま で 考 察 した Llj･役 労 働 評 価 や 生 産 手 段 利

用 を 巡 る 祉 日 間 の 利 害 調 生 間 RBの 本 hnを LIJjらか に す る〇

本 節 で は こ の 二 つ の 方 面 に つ い て 各 々 耳目列考 察 を 通 じて 検 討 す る｡

A)初 級 社 の リー ダ ー に よ る 階 層 間 の 利 害 対 立 の 調 整

本 項 で は 階 層 性 を 持 つ 農 家 間 で 収 益 分 配 を 巡 っ て 如 何 な る問 題 が

発 生 し､ そ れ が どの 様 に 調 整 さ れ たの か を考 察 す る｡ こ こ で は､ 双

城 県 第 2区 殿 堂 村 禦 家 音 壁 屯の 永 豊 初 級 社 の 事 例 を 取 り上 げ

る (註 21)｡

永 盟 初 級 社 は 1953年 の 春 季 播 種 作 業 州 に弟 永 徳 を主 任 と して 設 立

さ れ た｡

ま す 主 任 と な っ た 黄 永 徳 の 概 況 は 次 の 通 りで あ っ た｡ 従 来 12人 家

族 で あ っ た が､ 1952年 に 安 と息 子 (18歳 )が 死 亡 し､ 黄 永 徳 本 人､

息 子 6人､ 娘 2人､ 幼 児 1人 の LO人 家 族 が 残 っ た｡ ま た同 年 に らば

1頭 が 死 亡 し た り､ 火 事 で 家 屋 3間 を 炊 尖 す るな ど不 幸 が 続 い て い

た｡ 初 級 祉 設 立 当 時 の 所 有 地 面 相=ま10･07haで あ っ た｡

こ の よ う に､ 度 盛 な る不 幸 に遭 遇 しな が らも帥助 労 働 力 に な る 位

の 子 女 を 榊 し､ ま た 一 定 の 経 営 面 細 を 維 持 して い る宵 裕 戯 家 に 分 斯
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さ れ る世 帯 で あ っ たo そ の よ う な 理 由 か らか､ 彼 は 共 産 党 員 お よ び

初 級 社 主 任 と して ｢富 農 ･地 主 僧 へ の 対 応 が 甘 い ｣ "欠 点 " が あ っ

た と 言 う｡

だ が､ 彼 は 主 任 と して の 立 場 か ら､ 党 .政 府 の 政 縛 と富 裕 良 家 と

の 間 に生 じた 利 富 関 係 を 調 停 して い っ た. そ れ は､ 次 の 三 点 で あ る｡

第 1の 開 催日ま初 級 社 の 生 産 計 画 の 特 定 の 時 点 で 生 じ た｡ 当時､ ｢

中 農 ｣ の 社 員 は ゴ ム 輪 車 2台 で 運 輸 業 を 行 う こ と と､ ジ ャ ガ イ モ を

6ha作 付 け て､ 秋 に そ れ を 利 用 して 扮 挽 き場 を 開 設 す る こ と を 提 案

し たo しか し､ 初 級 社 の 描 碓 作 業 で は 1労 働 力 +馬 1輔 の セ ッ トで

耕 地 6haを 負 担 しな け れ ば な らな い状 況 で あ り､ 迎 輪 業 な ど を 行 う

と農 繁 期 の 労 働 力 と役 畜 が 不 足 して し ま う こ と に な る. そ こ で､ 弱

氏 は 社 員 大 会 を 召 災 し､ そ こ で 状 況 説 明 を行 っ て ｢農 業 生 産 を 主 と

す る ｣ 経 営 方 針 を 堅 持 す る こ と と した｡

節 2の 間 脳 は､ ｢地 租 ｣ と ｢馬 粗 ｣ の 水 準 の 決 定 を 巡 り社 員 の ru]

か ら不 満 が 生 じ た こ とで あ る｡ 初 級 社 設 立 当 初 は ｢地 租 ｣ や r馬 粗 ｣

の 支 払 い が 多 く い た め､ 中 に は そ の 収 入 だ け で も 生 酒 が 成 り立 つ 良

家 が お り､ 所 有 す る 馬 や 荷 車 の 多 い社 員 は 農 作 業 出 役 に 熱 心 で な か

っ た｡ 他 方 で､ 初 級 社 の 収 入 か ら ｢地 組 ｣､ ｢馬 粗 ｣ お よ び r申 組｣

(荷 車 の 出 資 高 配 当 ) を 差 し引 く と社 員 の 出 役 報 酬 の 分 配 分 が 圧 迫

さ れ て し ま い､ 所 有 地 が 少 な く馬 を 持 た な い 農 家 は 飯 米 す ら幾 ら も

分 配 さ れ な い と い う 状 況 で あ っ た｡

当 時､ 県 で 専 門 会 議 が 開 催 さ れ 初 級 社 の r非 労 働 報 酬 ｣ 問 題 が 検

討 さ れ た が (栄 )､ そ こ で は ｢非 労 働 報 酬 ｣ の 比 率 を 引 き 下 げ れ ば

｢貴 慮 ｣ に有 利 で あ り､ ｢中 農 ｣ に と っ て も r地 組 ｣ な どの 収 入 よ

り も ｢労 働 報 酬 ｣ に 頼 る 方 が 増 収 が 見 込 め る の で 有 利 で あ る と い う

論 理 が 強 調 さ れ た｡

*: ｢非 労 働 報 酬 ｣ は､ ｢労 働 報 酬 ｣つ ま り出 役 労 働 報 酬 と

対 に な る概 念 で､ ｢地 組 ｣ ｢馴 比｣ ｢耶 且 ｣ を 総 称 す る も の で あ

る｡
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讃 氏 は ,Q の 会 喜点の 決 定 を初 紐 社 に持 ち 帰 っ て､ ｢地 相 ｣ な どの 水

準 を 調 整 す る こ と に な っ た｡ そ こ で ま す rul腿 とな っ た の は ｢地 組 ｣

r馬 組 ｣ か らの 収 入 へ の 依 存 度 の Tt'ilい 出 家､ な か で も家 族 労 働 力 の

作 業 能 力 が 劣 っ た 戯 家 の 不 浦 を解 消 す る こ と で あ っ た｡ 彼 らに と っ

て ｢地 組 ｣､ ｢馬 粗 ｣の 引 き下 げ は 生 計 の 維 持 を 危 う くす る も の で

あ っ た｡

実 際 に ｢地 組 ｣ ｢馬 祖 ｣の 引 き下 げ に この よ う な 農 家 は 勾孟反 対 し

た｡ そ こ で 荊 永 徳 は ｢自 分 は 一 番 土地 が 多 い､ 自分 は 地 組 を 引 き 下

げ て も､ 多 く労 働 す れ ば 増 収 で き る ｣ とIJig言 して､ ｢馬 拙 ｣ を 1笥

5.5石 か ら 5石 に 引 き下 げ､ ｢地 組 ｣は 1等 1.2石 か ら 1石 に 引 き 下

げ､ ｢申 組 ｣ は 3石 か ら2.5石 に 引 き下 げ た｡

弟 3の 間皿 は､ 食 困 Rl家 へ の 経 済 的機助 と彼 ら を初 級 社 にJ)u入 さ

せ る こ と を巡 る 問 RZiで あ っ た｡

初 級 社 に加 入 した 農 家 は 1953年 設 立 当初 は 16戸 で あ っ た｡ だ が､

53年 に は 小 安 が ヒ ョ ウ の 被 害 を 受 け た｡ 1953年 と54年 は 労 働 力 に応

じて 種 子 の 提 供 を 菰 務 づ け て い た が､ 54年 に は 6戸 が 種 子 を 負 担 で

き な か っ た｡ そ こ で 被 害 を 受 け な か っ た 責 永 徳 と禦 囲 仲 が 種 子 を 肩

代 り して 提 供 した｡ 三宅永 徳 は 麦 種 子 3.200斤､ 大 豆 3石､ トウ モ ロ コ

シ 3石, コ ウ リャ ン l.6石､ 禦 幽 仲 は麦 2,000斤, トウ モ ロ コ シ 2石

を そ れ ぞ れ 立 て 替 え て や っ た｡

ま た 1954年 に は 38戸 が 加 入 して き た が､ う ち 16戸 は 貧 困 農 家 で､

一 部 は ｢怠 け 者 ｣ (原 語 は ｢二 流 子 ｣ ) と見 な さ れ た 農 民 で あ っ た｡

社 員 は そ の よ う な ｢怠 け 者 ｣ の 加 入 に反 対 した｡ だが､ 義 民 は 以 前

は 自分 と同 じ地 主 の 下 で 働 い て い た ｢怠 け者 ｣ が 不 幸 続 き で 語 順 し､

そ の 結 果 ｢怠 け 者 ｣ に な っ て しま っ た経 紬 を 説 い て 加 入 に 同 意 さ せ

た｡

こ の よ う に､ 初 級 社 の 設 立 後､ 次 々 と発 生 した 問 RBの 多 くは 黄 氏

自 らが 比 較 的 上 層 の 股 家 で あ り他 の田 裕 JEt家 の イ言輔 を 受 け て い た こ

と を 背 崇 と して､ 彼 の r献 身 的 な 努 力 に よ っ て 一 応 の 解 決 を 見 た の で
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あ る｡ 応 終 的 に 初 級 社 の 規 棚 は 50戸 を 超 え る に 至 っ た｡

こ う した 規 模 の 大 き い 組 織 で 主 任 の 個 人 的 威 信 が どれ ほ ど通 用 し

た の か は 疑 問 だ が､ 初級 社 の 迎 宮 を 巡 る 社 員 fuJの 摩 1巌を 調 整 す る た

め に は､ 党 ･政 府 の 政 坪 を 単 に社 員 に 強 制 す る だ け で は 駄 目で､ 主

任 自 らの 指 導 力 =信 輔 関 係 を 神 栄 と して 社 員 を 納 付 さ せ られ る リー

ダ ー の 存 在 が 不 可 欠 で あ っ た の で あ る｡

そ こ で 改 め て 発 生 した 問 題 を 見 る と､ そ の 多 くは 階 層 差 を 持 つ 戯

家 間 の 利 害 対 立 を 反 映 し た も の で あ っ た｡

｢地 組 ｣ ｢馬 粗 ｣ な ど の 問 Rfiに つ い て 言 え ば､ 従 来 の ｢地 山 ｣ 水

準 で は 耕 地 の 多 い 戯 家 は そ れ だ け で 生 計 が 維 持 で き る側面 が あ り､

特 に 労 働 力 の 弱 い ｢底 辺 世 相 ｣ な ど で は ｢地 組 ｣ 収 入 が 家 計 を 支 え

て い た の で あ る｡ 伯 方 で 耕 地 の 少 な い 腿 家 の 家 計 は 出 役 労 働 の 分 配

に依 存 して い る が､ ｢地 組 ｣ ｢馬 粗 ｣ の 支 払 い が 大 き い こ とは こ の

｢労 働 報 酬 ｣ に 依 存 す る 農 家 の 生 砧 を 圧 迫 して い た｡

ま た､ 社 員 が 同 等 に 負 担 す べ き 純 子 の 不 足 は､ 自然 災 富 に よ っ て

自家 消 費 用 の 食 粗 が 種 子 留 保 分 を 食 い つ ぶ して し ま っ た 発 困 戯 家 に

娘 中 的 に 発 生 し た 間 Biで あ る し､ r怠 け 者 ｣ の 加 入 問 題 に つ い て ち

労 働 能 力 の 劣 っ た 農 家 が 加 入 を 拒 否 さ れ る 間 脳 を 示 して い た｡

こ れ らは､ 初 級 社 が 制 度 的 に は 個 々 の 農 家 を等 質 ･平 等 な 社 員 と

して 位 置 づ け て い る の に､ 実 際 に は 階 層 差 を 持 っ た 腿 家 で あ っ た と

い う ズ レ に起 因 す る｡ そ の た め､ 場 合 に よ っ て は 豊 か な 腹 家 に 貧 し

い 農 家 を 損助 さ せ る か た ち で､ 初 級 社 を 維 持 せ ざ る を 得 な い 状 況 が

兜 生 した の で あ る｡ ま さ に 弱 主 任 が 行 っ た 利 害 調 整 の 努 力 は､ 田 裕

良 家 特 有 の 利 益 を ｢地 組 ｣ ｢馬 粗 ｣ な ど の 引 き下 げ に よ っ て 一 定 制

限 し､ 他 方 で 貧 困 農 家 特 有 の 困 難 や 低 め られ て い る地 位 を 黄 個 人 の

指 導 力 で も っ て 下 支 え して や る こ とで あ っ た｡ 言 い換 え れ ば､ 放 超

して お け ば 貨 困 腿 家 に の み 娘 申 して し ま う社 員 と して の リ ス ク を､

富 裕 農 家 自身 に 一 定 程 度 分 担 さ せ た り あ る い は 指 導 者 自 らが 負 担 す

る 方 向 で 均 等 配 分 し た の で あ る｡
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B)収 益 分 配 を 巡 る初 級 社 と社 員 の 利 苔 ruj雌 - ｢公 税 金 J r公 益

金 ｣ 控 除 に よ る 社 員 所 得 分 配 の 圧 迫 一

次 に､ 鮮 東 県 尚 家 区 の紅 光 初 級 社､ 貴 家 区 の 先 鋒 初級 社 と永 久

初 級 祉 お よ び 突 端 区 の 斎 心 初 級 社 の 邸 例 か ら､ 秋 季 収 械 後 の 収 益 分

配 を 巡 っ て 兜 生 した 利 害 対 立 とそ の 解 決 の 過 程 を 考 察 す る (鮎 22)｡

こ こ で は､ 社 員 間 の 利 害 調 整 の 岡 山 は も と よ り､ A )項 の 耶 例 で

は 示 さ れ な か っ た､ 秋 季 の 収 益 分 配 で 浮 上 して来 た r公 税 金 ｣ ｢公

益 金 ｣ の 蓄 税 問 題 や 国 家 融 資 資 金 の 返 済 な どの 間 越 も含 ま れ る た め､

新 た に初 級 祉 自体 の 経 営 や 党 ･政 府 の 政 邦 と社 員 の 間 の 利 畜 調 整 の

間 脳 が 扱 わ れ る｡

こ の 4つ の 初 級 社 の 共 通 点 は､ 設 立 以 来 晦 年 の よ う に増 産 続 き で

開 墾 に よ っ て 耕 地 両 税 を 拡 大 して きて お り､ 増産 技 術 も採 用 さ れ､

社 員 の 増 収 も 達 成 して き た と い う極 め て 模 範 的 な 組 織 で あ っ た｡

しか し､ そ れ で も 収 益 分 配 を 巡 って 小 論 の 考 窮 か ら周 知 の も の を

含 め て 多 くの 間 雌 が 発 生 して い た｡

そ の 第 1は ｢地 租 ｣ ｢馬 柑 ｣ の 分 配 に関 す る も の で あ る｡ そ れ を

巡 っ て は ｢中 段 ｣ が 水 準 を 描 く設 定 され る こ とを 希 望 す る とか､ あ

る い は 生 産 手 段 を初 級 社 に買 収 ･共 有 化 させ て 即 金 で はt退 す る こ と

を希 望 す る 軌 き が あ っ た｡ 他 方 で ｢i首題 ｣は 共 有 化 の ため の TE収 資

金 の 負 担 分 や ｢地 租 ｣ ｢瑞 相 ｣ が 初 級 社 の 収 益 か ら控 除 さ れ て､ 自

分 達 の 報 酬 が 馴 られ る の を望 まず､ 出 役 労 働 報 酬 の 割 当 が 多 くな る

よ う に希 望 して い た｡

第 2は､ 設 立 当 時 か ら加 入 して い た ｢旧社 員 ｣ と新 た に加 入 した

｢新 社 員 ｣ と の flprJの 利 害 Fuj腰 で あ る｡ r旧社 員 ｣ は､ ｢新 社 員 ｣ の

所 有 す る 耕 地 が 恕 く ( ｢耕 土 が 薄 く､ 厩 肥 投 入 が 少 な い ｣ )､ 加 入

時 に 初 級 社 に対 して 提 供 す る厩 肥 の 瓜 も少 な いの で r新 社 員 ｣ へ の

報 酬 分 配 を 少 な くす る こ と を 主 張 して い た｡

第 3は ｢公 税 金 ｣ の 蓄 軌 間 滋 で あ っ た｡ 社 員 の 中 に は す べ て 個 人

に分 配 す る よ う に強 調 す る も の が い る｡ 特 に ｢旧 社 員 ｣は新 た に 加

入 して き た 社 員 が す で に 帯 紙 され た威光 の 分 け前 に た だ で 与 る の を
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嫌 っ て､ ｢公 fll金 ｣ を で き る だ け 少 な くす る よ う に主 張 して い た｡

さ ら に､ 生 産 瓜 の 評 価 の 際 に 一 部 の 幹 部 は 初 級 社 の 綻 宮 城 米 を 誇 示

す る た め に作 柄 を 過 大 評 価 す る 傾 向 と､ 他 方 で 国 家 の 食 描 f7付 け を

回 避 す る た め に 作 柄 を 過 小 評 価 す る 傾 向 とが 此 存 して い た｡

つ ま り･ 初 級 祉 の 収 益 分 配 を 巡 っ て は､ 第 1に ｢中 段 ｣ と ｢於 Ji3｣

･第 2に ｢旧 社 員 ｣ と ｢新 社 員 ｣､ 第 3に初細 社､ 国 家 と祉 fIjの rul

の 利 苫 調 整 の 間 脳 が 存 在 して い た の で あ る｡

こ の よ う な 各 種 の 利 害 に 基 づ く相 反 す る主 張 を 調 整 す る た め に､

村 党 支 部 は 蛎と委 員 会 の 指 串 を 受 け て ｢労 働 報 酬 を 主 とす る､ 生 産 手

段 に は 合 馴 '.J報 酬 を 保 証 す る､ 社 員 の 個 人 的 利 瓜 を 噂 盛 す る､ Iq時

に 国 家 の 利 益 も 尊 盛 す る ｣ な ど の 方 針 を 掲 げ て 思 想 教 育 を JjSll目し､

次 の よ う な 調 整 を 行 っ た｡

ま ず ｢地 組 J の 水 削 こつ い て｡ 例 え ば 先 鋒 初 級 礼 と斎 心 初 級 社 で

は､ 土 地 報 酬 を 引 き 下 げ た た め 所 有 地 が 多 く労 働 力 の 少 な い社 員 の

不 満 が 大 き く､ ま た 荒 れ 地 の ｢地 組 ｣ を 評 仙 しな い こ とか ら荒 れ 地

を 出 資 し た社 員 の 不 満 な どの 間 屈 が 存 在 して い た｡ そ こ で､ 肥 沃 度､

耕 作 条 件 に よ っ て ｢地 片 毎 に 等 細 区 分 し､ 等 級 に 応 じて 地 租 を 支 払

う J 方 法 を 採 用 し､ 但 し 3年 間 は 各 J#地 の 等 級 と ←地 組 J 水 準 を 動

か さ な い こ と と した｡ ま た 荒 れ 地 も ｢地 組 ｣ を 評 価 す る こ と と し た｡

次 に r馬 組 J に つ い て｡ 初 級 社 で は 馬 の 蛸 入 価 格 水 準 と は 発無関 係

に 同 じ敏 ｢馬 粗 ｣ が 支 払 わ れ る場 合 が あ っ た｡ そ の た め､ 価 格 の 抗

い馬 を 飼 育 して い る 農 家 は 不 滴 が あ り､ よ い 馬 を 悲 し､馬 へ の 只 い 換

え る 傾 向 が 発 生 して い た｡ さ らに 馬 の 使 役 .管 理 が 著 し､た め に 出 資

した 馬 が 痩 せ て･ そ れ に 伴 っ て ｢馬 租 ｣ も 引 き下 げ られ た た め 不 満

が 発 生 して い た｡

そ こ で､ 桝 地 面 棚 に対 す る 社 内 の 馬 の 多 臥 放 牧 地 の 有 無 に よ っ

て 各 社 で ｢馬 粗 ｣ を 調 整 した｡ つ ま り､ 放 牧 地 が 少 な く耕 地 面 榔‖こ

対 して 馬 が 少 な い場 合 に は ｢馬 組 ｣ は 高 め に 設 定 さ れ る こ と に な る｡

こ れ は､ 全 体 と して は 所 有 者 = ｢中 戯 ｣ の 利 益 を 保 誠 す る 方 向 で

の 調 整 が な さ れ た こ と を 意 味 す る｡
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他 方 で､ 社 員 の 個 人 へ の 分 配 を 股 大 阪 に拡 大 す る 要 求 に 対 して､

｢公 捕 金 ｣ や 国 家 融 資 の 追 捕 な どの 聞 出 が 処 理 さ れ た｡ そ の 内 容 は

畳_9 -__旦 に示 し た 通 りで あ る が､ 表 示 した以 外 の 点 に つ い て 説 明 を

加 え て お く｡

国 家 融 資 資 金 の 退 滴 に つ い て は､ 4祉 合 計 で 同 家 馳 資 残 高 は 12,3

50元 で あ っ た が､ 分 配 計 画 を 顕 定 す る 隙 に 55年 は 合 計 で7,000元 (融

資 戎 南 の 56% ) の 返 済 を 決 定 し､ そ れ を まず 控 除 す る こ と と した｡

ま た､ 社 員 の 飯 米 (原 語 ｢口 柁 ｣ ) の 分 配 につ い て は､ 国 家 の 基

準 に 沿 っ て 飯 米､ 馬 飼 料､ 種 子 を 留 保 し､残 りを 国 家 に販 売 し､ 販

売 代 金 は 社 員 へ の 報 酬 分 配 に 当 て た と さ れ る (食 祝 日 付 け と飯 米 分

配 に つ い て は 沃 野 で 考 娯 す る の で､ こ こ で は こ れ 以 上 の 言 及 を 避 け

る )｡

ま た､ 家 庭 川 燃 料 の 分 配 に つ い て は､ 薪 は 一 旦 各 家 庭 に 帰 属 す る

が､ 社 員 の 家 族 人 口 に応 じて 多 い もの に は 近 辺 さ せ､ 少 な い も の に

は 補 給 して 調 整 す る 方 法 を採 用 した｡ ま た､ 作 物 の 基 幹 は 分 配 せ.す

初 級 社 で 共 同 利 用 す る役 畜 の 飼 料 とす る が 鵜 飼 育 農 家 に も配 分 さ れ

た｡

こ の よ う に､ 収 益 分 配 は 初 級 社 が 主 導 して､ 生 産 物 をす べ て 管 理

して お り､ ま ず 国 家 へ の 返 済､ 売 り嘘 し部 分 を優 先 的 に控 除 し､ 他

方 で 社 員 の 飯 米 や 燃 料 を 分 配 す る 方 法 が 採 用 され た｡

ま た､ 初 級 社 の 指 導 幹 部 の 報 酬 は､ 公 川 に よ りUgJ場 作 業 を欠 勤 し

た場 合 に は 前 も っ て 袖 助 労 働 Elを 留 保 して お い て 公 務 の 性 格 .虫 撃

性 に よ っ て 幹 部 に納 経 す る と さ れ た｡

* * *
こ こで､ 再 び袈9- 8 に立 ち 戻 っ て 初 級 社 にお け る収 益 分 配 の 各

項 目間 の 関 係 を 考 察 す る｡ 付 言 して お け ば､ 斎 心 初 級 社 は 排 他 条 件

も意 く､ 単 収 も 低 い 組 織 で､ 他 の 3社 は 経 営 範 閏 も拡 大 さ れ 増 産 ･

増 収 を 実 現 して い る 組 稲 で あ る と され て い るC

こ の 状 況 を 念 好日こぼ く と､ 斎 心 利 根 社､ 紅 光 初 級 社､ 先 鋒 初級 社､

永 久 初 級 社 の Jbriで､ ｢馬 粗 ｣､ 初級 社 の 総 収 入 に 占 め る ｢労 働 報 酬｣
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表 9-8 初級社 における収益分配

紅光初級祉 先鋒初級祉 永久初級祉 斎心初級祉

｢地租 ｣(改正前 ) 0.4-0.9石0.3-0.6石 ｢地組 ｣廃止

｢馬組 ｣ 血高3,6石 最高4石

(改正後 ) 平均2.7石 平均3石

労働報酬比率 58.7% 56 %. 68 %

公積金比率 9% 8.5% 7 % 6%

幹部報酬 220労働 日 230労働 日 未定 96労働日

1労働 日..評価幼, 1.4元/ 日 1.5元/ 日 1.7元/日 0.9元/ 日

崩高労働 420元/人 450元/人 450元/人

所得WI (300日) (300日) (265日)

平均労働 350元/人 370元/人 400元/人 250元/人

賃料 : ｢中共箪来県委員会農村工作部 肇史県四個合作社的秋収預分1作 ｣,

黒奄江 El報1955年 10月28日.l

r/了

の 比 率､ 同 じ く ｢公 約 金 ｣ の 蓄 相 分 の 比 乳 幹 緋 の 報 酬､ そ して 1

労 働 日 当 りの 評 価 斬 =FVr得 噺 な どが､ 脈 状 苅 くな っ て い るo こ れ は､

初 級 社 単 位 で､ 増産 ･増 収 の 程 度 に応 じて 初 級 社 の 蓄 机 も 社 員 へ の

分 配 も増 大 す る こ と を 一 面 で 示 して お り､ こ の 限 りで は 妥 当 な 傾 向

で あ る と考 え られ る｡

そ して､ 順 調 に増 産 を 達 成 しそ れ に 辿 れ て 社 員 の 増 収 が 図 られ れ

ば､ ｢地 組 J ｢馬 粗 ｣ を 引 き 下 げ られ た 良 家 の 不 満 も 一 定 は 納 め る

こ と が 可 能 で あ っ た と考 え られ る｡

しか し､ こ の よ う な 初 級 社 の若柳 や 国 家 へ の 馳 Yf退 所 が 一 方 で は

社 員 か らの 個 人 分 配 を極 大 化 を 賀 求 す る抵 抗 に遭 遇 し､ そ れ が 県 委

員 会 の 支 持 を 受 け た 村 党 支 部 の 思 想 教 市 に よ っ て 修 正 され た結 果 と

して な さ れ た こ と を 考 慮 す れ ば llJj腿=よそ うLli純 で も な い｡

炎 9 - 8 に 示 さ れ た範 囲 で 言 っ て も､ JM産 を達 成 して も､ よ り詩11

い 比 率 で ｢公 税 金 ｣ が 控 除 さ れ､ ま た 幹 部 の 報 酬 介 もT'liくな っ て く

る の で あ る が､ そ れ が 社 員 に 受 け 入 れ られ る もの で あ っ た か ど う か

は 定 か で は な い の で あ る｡ 逆 に そ の 間 超 が 端 的 に発 現 す る と考 え ら

れ る の は 斎 心 初級 社 で あ る｡ つ ま り､ 耕 地 条 件 も悲 く､ 単 収 も 上 が

らな い の に ｢公 税 金 ｣ は 控 除 され ざ る を 得 ず､ ま た幹 部 の 報 酬 =管

理 労 働 井 川 も控 除 さ れ な けれ ば な らな い の で あ る｡

無 論､ 幹 部 自 身 に と っ て は 一 般 に収 虫 の 多 寡 と管 理 労 働 時 間 の 長

短 が 直 接 比 例 す る関 係 に あ る とは 考 え難 い か ら相 対 的 に評 価 さ れ な

い管 理 労 働 が 存 在 す る と も言 え る の で あ る｡

こ こ に 存 在 す る 問 題 は､ 第 1に､ 初 級 社 の虚業 経 営 の 面 に お い て

生 産 投 溝 の た め の ｢公 似 金 ｣ の 蓄 税 や 国 家 融 津 の 侶 入 れ (ま た は そ

の 返 済 )､ 第 2に初 級 社 幹 部 の 管 理 労 働 が 保 留 さ れ る こ と､ さ ら に

第 3に社 員 の 所 得 (飯 米 や 燃 料 ) が 初 級 社 の 統 一 基 準 で管 理 ･配 分

され る こ との 三 つ で あ り､ これ らが 給 体 と して社 員 に とっ て ど の 様

な メ リ ッ トと デ メ リ ッ トと して 認 識 さ れ て い た か と い う こ とで あ る｡

こ の 間 超 を こ こ で は 上 記 の 事 実 関 係 に依 っ て 検 討 しよ う｡ そ の 場

合 に､ 農 家 の 判 断 基 畔 が 従 来 の 段 村 に お け る経 済 f謎l係 に あ る と仮 定
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す る｡ つ ま り､ そ の 基 準 の 第 1は･ 土 地 改 耳捕=こ屯 内 の 大 部 分 の 生

産 手 段 を 占 有 して い た ｢大 殿 → の 崩=Il経 営 が 挙 げ られ る し､ 範 2は､

初 級 社 設 立 以 前 に存 在 し た土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 で あ る｡

ま ず､ ｢大 農 ｣ の 雇 用 経 営 で は､ す で に第 1編 第 1串 で 考 察 し

た よ う に､ ｢大 農 J の 世 相 と して､ 生 産 投 資 や 戸 主 の 管 理 労 働 や 家

族 の 基 本 的 な 生 活 消 費 部 分 (女 子 の 衣 服 な ど を 除 く食 坪 な ど ) は r

二 虫 家 計 慣 行 ｣ の 下 で､ 家 の 経 済 に 不 分 離 の ま ま "埋 め 込 ま れ " て

い た と考 え られ る｡ 従 っ て､ 経 営 ･生 酒 上 の リス ク は 家 の 綻 消1こ負

担 さ れ､ 生 産 削 T)の 面 で あ れ (届 川 労 f!支 山 な ど )､ 生 泊 班 の 両 で

ぁ れ (馴 昏卵 祭 群 な ど )､ 多 大 な 損 失 や 山狩 が 兜 生 し た 場 合 に は･

分 家 に至 る迎 命 に あ っ た○ ま た, r屈 良 一 は 自 ら生 産 投 Yfや 管 理 労

働 を 行 う こ と な く､ 自 らの 生 泊 を 労 tl所 祁=こよ っ て 維 持 して い た の

で あ る｡ そ して､ 屈 川 先 の 農 業 経 削 こ発 生 し た 損 失 が 労 賃 の 不 払 い

な ど に 反 映 す れ ば､ 彼 ら は 別 の 厄日1ほ に 移 っ て ゆ く と言 う よ う に､

農 業 経 営 の リ ス ク を 彼 らが 直 接 負 う こ と は な か っ た と考 え られ る｡

土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 に お い て は､ 第 1編 第 2章 で 考 察 した よ

ぅ に､ 基 本 的 に 家 族 労 働 力 の 多 芸=こよ っ て 生 産 と 生 沼 の 水 準 と ス ケ

ー ル は 決 定 さ れ て い た と 見 られ る｡ ま た･ 第 2編 第 4茸互の 冬 季 副

菜 の 組 織 化 で 考 察 し た よ う に､ 農 家 の 家 計 余 剰 は､ 消 費 の 向 上 に 封

消 さ れ る か､ 生 産 に 投 下 さ れ る か は､ 先 験 的 に決 定 さ れ て お らず､

まず 生 酒 需 要 の 充 足 が あ っ て､ そ の 上 で 生 産 へ の 投 資 が 考 慮 さ れ る

と考 え られ る｡ ま して や､ 管 理 労 働 が 計 許 さ れ る こ と も な か っ た｡

そ れ に 対 して､ 初 級 社 で は､ 従 来 は 優 先 的 に控 除 さ れ る こ と の な

い､ 生 産 投 資 の た め の 蓄 相 部 分 が 優 先 控 除 さ れ (無 論､ 借 金 の 返 済

分 は 巌 優 先 で 揺 除 さ れ ざ る を 得 な い が )､ 管 理 労 働 も 圃 場 労 働 力 と

同 様 に 分 配 を 受 け､ 食 糎 の 国 家 へ の 売 り嘘 L と リ ン ク さ れ て 飯 米 が

統 制 さ れ る｡ こ こ で は､ 従 来 とは 全 く輿 な り､ ま ず 初 級 社 の 収 益 分

配 の 局 面 に お け る意 志 決 定 が 党 .政 肘 (国 家 の 食 粒 質 J寸政 稀 や 融 資

政 蹄 と娯 委 員 会 の 指 導 ) に押 さ え られ､ そ れ に社 員 の 消 資 力i従 屈 す

る関 係 が 認 め られ る｡ さ ら に､ 初 級 杜 の 社 員 は 労 働 点 数 に 応 じて 山

r如

役 労 働 報 酬 を 受 け 取 る と い う､ - 3lu屈 川 され たJj,L働 ))と して の 仰畑

を 持 つ が､ 実 際 に は 初 級 社 の 経 営 リス ク は 個 々 の 社 員 が 分 担 せ ざ る

を 得 な い の で あ る｡

こ の よ う に､ 収 溢 配 分 の 局 面 か ら捉 え た初 級 社 の 経 営 は､ 農 家 の

労 働 力､ 耕地､ 役 畜 を 如 申 して統 一 的 に 利 川 しな が ら､ そ の 代 価 た

る r労 働 報 酬 ｣ や ｢地 相 ｣ ｢馬 粗 ｣ は､ ま た 飯 米 や 燃 料 も､ 蓄 硯 =

生 産 投 資 の 傑 先 控 除 に よ っ て 制 限 され る 性 格 を 有 して い た｡

従 っ て, 食掘増 産 や 経 営 部 門 の 拡 大 に よ っ て､ 社 員 の 増 収 を 果 た

して 社 員 の 不 満 が 紙 ま っ た と して も､ そ れ は､ 社 員 に リス ク を 負 担

させ る 本 号了が､ 表 面 的 に 組 和 され 顕 在 化 して い な い こ とか ら来 る も

の と解 さ れ る｡

従 っ て､ こ れ ま で 考 察 した 出 役 労 働 や 生 産 手 段 の 出 'jfと そ れ に料

す る 報 酬 分 配 の 問 題 は､ 初 級 社 の 経 営 リス ク を 如 何 に均 等 に 負 担 さ

せ る か と い う 性 Trの 閲 RBで あ っ た の で あ る｡

第 6節 本 輩 の ま とめ 一初 級 社 と家 族 経 営 の 対 抗 -

本 葬 で は ま ず､ 初 級 杜 に お け る 労 働 組 椛 と生 産 手 段 の利 用 を 巡 る

問 題 点 を､ 一 般 的 な 串 例 か ら考 察 して き た｡

前 章 か ら引 き継 が れ た の は､ ま ず 出 役 労 働 の 評 価 と作 業 の 質 を 保

証 す る 開 成 お よ び 生 産 手 段 の 利 用 問 題 で あ っ た0 本 車 の 事 例 考 察 で

明 らか に な っ た の は､ 土 地 改 革 後 に一 定 の 階 層 差 が 生 まれ て き て い

る家 族 経 営 の 労 働 ノブ､ 生 産 手 段 の 利 用 メ カ ニ ズ ム と初 級 社 の 巣 馴 勺

利 用 との 対 抗 関 係 で あ っ た｡

そ して､ 最 後 の 弟 5節 で は､ さ らに､ これ らの 労 働 力 と生 産 手 段

の 利 用 を 巡 る 問 題 を､ 階 層 差 を持 つ 個 々 の 社 員 間 の 報 酬 分 配 を 巡 る

利 害 の 調 光 間 組 と して 総 括 的 に考 察 した｡

そ こ で､ 本 W)で は これ ま で の 詣 節 の 内 容 に泊 っ て､ 初 級 社 が 如 何

な る 性 格 を持 つ 組 織 で あ っ た の か､ そ して そ れ が､ 各 階 層 農 家 と ど

の 様 な 傾 向 と対 立 して い た の か を ま とめ る こ と とす る｡
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A )出 役 労 働 の 災 団 協 誠 に よ る ITJi後 的 評 佃 と作 業 法 欲 の 減 退

ま す､ 箱 1FJで は､ 初 級 社 に お け る 労 働 組 織 と山 役 労 働 評 価 の 整

備 過 程 を 考 察 し た｡

泊 愉 頻 禄 生 村 の 王 永 珍 初 級 礼 の 串 例 で は､ 特 に 出 役 労 働 評 価 と

社 員 の 労 働 意 欲 の 発 糊 の ru]腿 が 検 討 さ れ た｡

同 初 級 社 で は､ 作 業 の 内 容 と完 成 期 限 (労 働 日 で 表 示 ) を 定 め た

こ と で､ 作 業 の 質 の 聞 比 は 解 決 し た と さ れ た｡ しか し､ 作 業 の 質 を

事 後 的 に 検 査 す る 制 度 一一 生 産 紬 に配 屈 さ れ た社 員 相 互 の 作 業 後 の

事 後 的 チ ェ ッ ク 一一 が 導 入 さ れ た こ と で､ 社 員 の 労 働 意 欲 の 発 揚 に

は 成 功 して い な か っ た｡

分 析 の 中 で 明 らか に さ れ た､ こ の 間 RBの 肺 凶 は 次 の 二 つ で あ っ た｡

- つ は､ 従 来 の 戯 業 屈 川 関 係 と舛 な り､ 個 々 の 労 働 力 の 作 業 服 力

が 統 一 の 基 準 で 俊 秀 な も の と劣 っ た も の と に 評 価 =差 別 化 さ れ る た

め､ 作 業 後 の 社 員 相 互 間 で 行 わ れ る作 業 評 仙 が 一 つ の 作 業 組 の rT'の

作 業 能 力 差 に よ る優 劣 関 係 を 絶 え ず 再 確 認 す る も の に な っ て し ま っ

て い た こ と｡ 特 に作 業 能 力 の 劣 っ た 労 働 力 の 不 満 を 甜 成 し､ 労 働 意

欲 の 発 揚 とは 逆 の 効 果 を 紹 果 して しま っ た こ とで あ っ た｡

二 つ 目 は､ 生 産 組 と言 う作 業 ケ ル - プ の 中 に お け る 労 務 管 理 の 問

題 点 で あ り､ 土 地 改 革 前 の 雇 用 経 営 の よ う に 作 業 規 場 の 外 側 に い る

雇 用 主 の 意 志 に よ っ て 多 少 の 作 業 上 の 関 越 が 許 容 され る管 理 慣 習 と

異 な り､ 初 級 社 で は 制 度 的 に 作 業 グ ル ー プ の 内 部 で 作 業 後 の チ ェ ッ

ク を しな け れ ば な らな い｡ そ の た め､ 融 通 性 の あ る労 働 評 価 を 行 う

余 地 が 少 な か っ た た め で あ る｡

こ の よ う な 問 題 は 土 地 改 革 前 と基 本 的 に 同 じ "裸 の 労 働 力 " が 極

め て 虫 賓 な 地 位 を 占 め る 技 術 段 階 に お い て､ 個 々 の 労 働 力 の 作 業 の

結 架 を 此 密 に 評 価 し よ う と し た こ とか ら発 生 した も の と考 え られ る｡

考 察 で は､ 農 家 の 家 庭 外 就 業 と い う 点 か ら ｢大 腿 ｣ の 労 働 力 雇 用

及 び 労 務 管 理 方 法 と比 較 した が､ 結 果 的 に は そ れ に勝 る労 働 力 編 成

と管 理 方 式 を 初 級 社 は 確 立 で き な か っ た こ と が 示 され た｡
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B)婦 人 労 働 力 と ｢底 辺 世 辞 ｣ の 作 業 出 役 労 働 力 の 利 用 問 題

初 級 社 で は 制 度 上 は､ 加 入 した 良 家 の 家 族 労 働 力 す べ て が 社 員 =

初 級 社 内 の 作 削 こ出 役 す る労 働 力 と して 位 捉 づ け ちれ て い た｡ しか

し､ 婦 人 や 労 働 能 力 が 極 度 に 劣 っ た ｢底 辺 iitn J は 実 際 に は 作 業 か

ら排 除 さ れ て お り､ そ れ が 初 級 社 に お け る 労 働 力 "過 剰 " ru]周 を 兜

生 さ せ て い た｡

初 級 社 で こ れ らの 差 異 の あ る農 家 労 働 力 を 吸 収 で き る よ う な 就 業

場 面 が 準 備 さ れ て お らず､ 初 級 社 の 経 営 内 容 が 少 な い た め に発 生 し

て い た と認 識 さ れ た｡

党 や 政 肘 の 指 導 を 受 け て 就 業 場 面 の 増 大 が 行 わ れ た｡ そ の 第 1は

雌 存 の 排 他 に 労 働 力 の 追 加 投 入 を 要 求 す る食 掘 増 産 技 術 の 導 入 で あ

り､ 開 墾 や 農 業 と直 接 は 関 係 の 無 い副 業 部 門 の よ う な 外 延 的 拡 大 は

は, 二 光 的 な 地 位 を 与 え られ て い たo こ の 点 は､ 次 輩 で 考 察 す る こ

とで あ る が､ 食 硯 の 単 収 の 向 上 に 労 働 力 を追 加 投 入 す る傾 向 は､ 当

時 の 腿 家 の 自 発 的 な 就 業 拡 大 努 力 の 中 か らは 見 られ な か っ た こ とで

ぁ っ て､ 食 耀増 産 技 術 の 採 用 の 所 得 増 大 効 兜 に疑 問 が 持 た れ る と こ

ろ で あ る (明 水 県 と範 州順 大 吉 初 級 社 の TJi例 よ り )｡

ま ず 婦 人 の "過 剰 " 間 定日ま､ 食 粗 増 産 技 術 の 採 川 に よ り顔 繁 州 の

基 幹 的 作 業 の 労 働 投 入 を 増 大 し､ そ こ に婦 人 を 軌 貝 す る こ とで 解 決

さ れ 声 う と して い た (黒 竜 江 省 各 県 の 状 況 よ ｡)｡ しか し､ そ れ は

男 子 の 強 い 反 発 に 遭 遇 し た｡ そ の 節 1の 要 因 は､ 食 税 増 産 技 術 へ の

不 信 で あ り､ 約 2は 婦 人 の 作 業 能 力 へ の 不 信 で あ っ た｡ そ して､ そ

れ らが 合 わ さ っ て､ 婦 人 を 動 員 して も増 産 に は 結 び 付 か ず い た ず ら

に 封 子 の 出 役 報 酬 の 取 ｡分 を 侵 食 す る こ とに な る､ と言 う 反 発 を 生

み 出 して い た｡

そ の 背 馴 こは､ 従 来 婦 人 は 凧 馴 乍業 に 出 る こ と 自体 ま れ で､ 参 加

した と して も 紬 助 的 な 手 作 業 に限 られ､ 捕種 作 業 の よ う な 基 幹 的 段

繁 州 作 業 に従 串 す る こ と が な か っ た と い う歴 史 的 ･慣 習 的 原 因 が あ

っ た｡ 言 い 換 え れ ば､ 上 記 の 反 発 を成 功 的 に 収 拾 で き な い限 りは､

制 度 的 に 婦 人 を 社 員 と して 似 極 的 に位 置 づ け た と して も婦 人 は 必 然
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的 に "過 剰 " 労 働 力 に な っ て しま う の で あ っ た｡

他 方 で､ 労 働 他 力 の 極 度 に 劣 っ た ｢底 辺 Lu柑 ｣ の 家 族 の ''過 剰 "

問 題 は､ 婦 人 労 働 力 の 問 題 と は､ や や 性 格 を 輿 に して い た (克 山 県

の 状 況 よ り )｡ そ れ は､ 第 1 に ｢底 辺 世 相 ｣ は､ BBJ協 作 業 に は 出 役

で き な い も の と され て い た 点 で あ り､ 第 2 は 腿 家 間 の 階 層 差 の Iu]REi

で あ っ た 点 で あ る｡

こ の 間 REiの 解 決 に つ い て は､ い くつ か の 解 決 法 が 提 示 さ れ た の み

で あ る が､ 彼 らの 就 業 問 題 を､ 他 の 労 働 力 と初 級 杜 と い う 一 つ の 経

営 内 部 の ru川臼に 抱 え 込 む こ と は､ LLi役 報 酬 の 分 配 面 で 敵 背 す る 場 合

が 想 定 さ れ､ 現 実 味 の 乏 しい も の で あ っ た こ とが 検 討 さ れ た.

* * *

総 じて､ 初 級 社 は 従 来 家 族 経 営 の 中 で 家 邸 な ど に配 置 さ れ る 婦 人

と､ 労 働 能 力 の 欠 如 か ら雇 用 場 面 に も 参 入 で き な か っ た ｢底 辺 tit祁｣

を Ⅰ蹄1唱 作 業 に gtJ)貝 し よ う と し た が､ そ れ は 幼 子 労 働 力 と労 働 点 数 の

取 得 =出 役 報 酬 分 配 の 局 面 で 厳 し く穿見合 す る こ と とな っ た.

こ れ は 第 1に 旧 来 と変 わ らな い 技 術 水 準 が 賀 求 す る 労 働 力 の 賢 を

無 視 した 結 架 で あ り､ 第 2に 食 描 生 産 に よ り多 くの 労 働 力 を 投 入 し

て も､ 彼 らの 所 得 を そ れ だ け 高 め る よ う な 収 益 性 を 持 た な か っ た こ

と に 起 因 す る と考 え られ る.

C )政 治 的 圧 力 に よ る 耕 地 の 交 換 分 合 と ｢地 組 ｣ 引 き下 げ

初 紋 社 は 一 般 に 屯 内 の す べ て の 農 家 を 組 織 す る も の で は な か っ た

た め､ 初 級 祉 社 員 か ら出 資 さ れ る 排他 は 分 散 す る 可 能 性 が あ っ た｡

そ こ で､ 第 3節 の La初 に は､ 耕地 の 分 散 を解 決 す る た め に 未 加 入 農

家 の 耕 地 と交 換 分 合 を 強 行 し た 事 例 が 考 察 さ れ た (巴 彦 県 楽 菜 村

八 三 初 級 社 の 郎 例 )｡ そ れ は 初 級 社 が 耕地 の 面 的 利 用 を 高 め る に

必 然 的 に 生 じ た 現 象 で あ っ た｡

他 方 で､ 初 級 社 に組 織 さ れ た 戯 家 の 閲 で は､ 桝 地 の Lti資 稀 配 当 で

あ る ｢地 租 ｣ の 水 準 を 巡 る間 越 が 存 在 して い た｡ 現 実 の 過 程 と して

は 政 治 的 に ｢地 組 ｣ 水 準 を 低 く設 定 した り､ ｢地 租 ｣ を 廃 止 して し
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ま う 傾 向 が 普 遥 的 に 存 在 して い た (舶 西 県 と依 蘭 ,県 の 状 況 よ り )｡

こ の よ う な 状 況 は､ 従 来 労 働 力 不 足 か ら所 有 地 を 小 作 に出 して､ 小

作 料 収 入 で 生 計 を 維 持 して い た ｢底 辺 世 鞘 ｣ に と っ て は､ 生 死 に 関

わ る 問 題 と して 影 響 を 及 ぼ して い た｡ ま た 一 般 的 な E3家 は､ 初 級 社

に 山 津 す る桝 地 面 机 を 紹 小 して ｢自留 地 ｣ を 拡 人 す る こ と で､ 家 族

経 営 の 中 で 排 他 を 利 川 し よ う とす る対 応 が 存 在 して い た｡

こ う し た 現 象 を 理 解 す る に は､ 初 級 社 が 政 治 的 迎 軌 の 中 で 設 立､

運 営 さ れ た こ と を 考 慮 せ ね ば な らな い が､ 実 際 の 過 権 で は 初 級 社 に

よ る 排他 の 共 同 利 川 は 家 族 経 営 に よ る桝地 利 川 の 抵 抗 に通 過 して い

た の で あ る｡

D )初 級 杜 の 役 畜 の 利 川 閲 RZi

初 級 杜 が 設 立 さ れ る 過 程 で､ 馬 な どの 役 畜 の 売 却 llL象 が 多苑 して

い た. そ の JJ7因 と して は､ 初 級 社 で は lqll切 作 業 に 利 Jljで き る強 壮.な

雄 馬 以 外 の 飼 育 と快 投 が 軽 視 され､ 馬 の 出 資 揃 配 当 で あ る ｢馬 粗 J.

が 不 当 に 低 く抑 え られ て い た り､ 飼 料 が 十 分 に配 分 さ れ 無 か っ た り､

個 人 で の 役 畜 飼 育 も 初 級 社 へ の 作 業 出 役 に よ っ て 時 間 的 に不 可 能 で

あ る こ と な ど枚 数 存 在 して い た｡

ま ず､ 馬 の fl収 に よ る 共 有 化 が 一 時 期 強 行 され た綜 化 県 第 6区

腰 房 村 の 耕 例 で は､ 馬 を 持 た な い黄 困 農 家 に は 馬 の Ti収 資 金 の 割

り当 て が あ り､ そ れ が 生 活 の 維 持 が 不 可 能 に な る よ う な 負 担 を も た

ら し た｡ ま た､ 馬 を 所 有 す る富 裕 農 家 は､ 腿 家 の 農 作 業 や 迎 輸 副 業

な ど経 営 の 中 核 的 物 的 基 盤 が 馬 の 災 団 へ 囲 い 込 ま れ る こ と に対 して､

馬 の 屠 殺 や 売 却 と い う対 応 を 行 っ た｡

ま た､ 初 級 社 で は 健 放 な 雄 の 馬 の み が 重 視 され る傾 向 が 存 在 し､

そ の た め､ 飼 料 配 分 や ｢馬 粗 ｣ の 支 払 い な どの 面 で､ 母 馬 や 仔 馬 を

排 除 す る 現 象 が 派 生 して い た (梓 川 県 第 12区 の 串 例 )｡

こ れ らの 内 容 を 包 括 的 に示 す 事 例 と して 応 後 に克 山 兜 仁 里 村 の

事 例 が 考 群 さ れ た｡ そ こ で ま ず 明 らか に され た の は､ (1954年 の r

高 潮 ｣州 に設 立 さ れ た ) 一 般 的 な 初 級 社 に お け る役 畜 の 利 用 状 況 で
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ぁ っ た｡ そ こ で は､ b-q堀 で の 商 力 組 作 業 に 十 ,JJj払え る bJ川 の 利 川 率

(お よ び 配 分 さ れ る 飼 料 ) は 増 え た が･ そ れ とは 対 照 的 に 繁 舶 川 の

母 馬 や 仔 馬､ さ ら に 老 い た 馬 や 体 ノ〕の 弱 い 馬 は 利 川 率 も低 く､ 14!役

場 面 か ら排 除 さ れ て "過 剰 " 1人t削 こ置 か れ て い た｡ そ して､ こ れ ら

の "過 剰 " な 馬 へ の 飼 料 配 分 を 節 約 す る た め に所 有 者 に飼 料 の 負 担

が 強 制 さ れ る こ と に な り ｢馬 粗 ｣ も低 く抑 え られ た｡ ま た､ 緊 柄 や

使 役 され な い 馬 の 飼 育 を 個 人 で 行 う に して も､ 初 級 社 へ の 山 彼 我 務

が そ れ を 許 さ ず､ 初 級 社 で の 役 畜 の 利 用 は 繁 殖 を 欠 い た 状 況 に な っ

て い た｡

こ れ らの､ 状 況 は 同 初 級 社 で は 是 正 さ れ た が､ そ の ポ イ ン トと な

っ た の は､ 年 齢､ 性 別､ 作 業 liE)コ (=健 別 人!膜) の ま ち ま ち な 燭 の

個 体 別 管 理 を 管 理 で き る､ 飼 弔 ･性 役 体 制 と そ の 馴 ●j人 員 の 碓 保 で

ぁ り､ ま た､ 飼 料 負 担 や 妥 当 な ｢馬 粗 ｣ 支 払 な ど､ 所 有 者 の 不 浦 と

リス ク を 克 服 で き る よ う に､ 鳩 の 飼 育 を 初 級 社 の 経 営 に械 極 的 に 位

置 つ け る こ と で あ っ た｡

た だ､ 資 料 の 制 約 か ら この よ う な 方 法 が どれ ほ ど多 数 の 初 級 礼 で

採 用 さ れ て､ 実 効 を も た ら し た の か は 明 らか に で き な か っ た が､ こ

こ で も家 族 経 営 に よ る役 畜 利 用 と の 対 抗 が 見 られ た｡

E )社 員 農 家 の 階 層 差 と利 害 調 整 問 題

初 級 社 の 労 働 組 織 と出 役 労 働 評 価､ 生 産 手 段 の 出 資 高 配 当 や 利用

間 脳 に 現 れ た 個 々 の 間 組 の 考 察 で は､ 一 定 の 脂 屑 性 を 持 つ 家 族 労 働

力 や 生 産 手 段 の 家 族 経 営 的 利 用 と初 級 杜 で の 災 団 自勺利 用 の 間 で の 対

抗 rXJ係 が 明 らか に さ れ た｡

そ れ は 他 方 で, 初 級 社 に お け る 社 員 間 の 利 害 調 整 の 間 雌 と して 表

現 さ れ て い た｡

そ れ は 本 質 的 に は､ 第 1に､ 初 級 社 に 対 す る 個 々 の 社 員 の 権 利 ･

菰 務 関 係 が 制 度 的 に は 社 員 間 で は 同 等 な も の と さ れ な が ら も､ 実 際

に は 社 員 間 に は 儲 家 と して の 階 層 差 が 存 在 して い た と い う 制 度 と実

態 と の 帝 雛 を 調 立 す る 問 題 で あ り､ 第 2に､ 初 級 社 の 経 営 自 体 は､

｢之り

制 度 的 に は 初 級 杜 の 咋 兼 の 収 益 配 分 に お いて､ 生 産 投 Yfの た め の 都

税 部 分 と 国 家 へ の 食 鵜 売 り渡 しを 佼 先 的 に考 慮 せ ね ば な らな い の で

あ り､ 従 っ て 初 級 社 の 経 営 が 社 員 の 消 光 に優 先 さ れ る と言 う制 度 的

･政 熊 的 要 約 と､ 家 族 の 当面 の 消 肘 を 傑 先 考 慮 す る家 族 経 営 と の 突

lLu 'J安 石持との 碑 鵬 を 訓 盤 す る 閲 RBで あ っ た｡

第 1の 間 RBを 第 2の 問 EEiと関 迎 させ て 把 握 しよ う とす る な らば､

まず 初 級 社 の 経 営 の 社 員 の 消 資 に 対 す る 制 度 的 優 越 が 前 提 と して 存

在 し､ そ の 上 で 農 家 間 の 利 害 調 整 は､ ｢公 税 金 ｣ な どの 控 除 に よ る

社 員 の 所 得 =消 群 圧 迫 の リス ク を 均 等 に 配 分 す る 問 題 で も あ っ た の

で あ る｡ つ ま り､ 邦 1の fii]RBの 郎 例 に 泊 っ て 説 llJJす れ ば､ 初 級 社 の

リー ダ ー が､ 富 裕 農 家 か らの 信 脚 や 自 らの 鳩 唯 的 努 力 に よ っ て 貧 困

農 家 を救 済 で き る よ う 調 整 して 成 功 した が､ そ れ は ,Uft委 員 会 の 指 串

と村 党 支 部 に よ る思 想 教 育 に よ っ て､ リス ク 負 担 の "銅 盤 " が な さ

れ た に過 ぎ な か っ た の で あ る｡

* * *
こ の よ う に､ 初 級 社 に お け る 労 働 力 と生 産 手 段 の 利 用 と収 益 分 配

に 関 わ る 問 題 点 は､ 一 方 で は 合 作 化 に伴 う農 村 の 政 治 的 渦 乱 の 中 で

発 生 して い た の で あ る が, 他 方 で は 家 族 経 営 や 旧 ｢大 農 ｣屈 用 経 営

と制 度 的 に も 大 き な ギ ャ ッ プ を初 級 社 が 創 出 しよ う と した ため に､

そ こ で 生 じ る 問 題 自体 が 政 治 的 な 解 決 を 招 来 す る と い う二 面 性 を 持

っ て い た｡

こ こ で 言 う ギ ャ ッ プ と は す で に各 所 で 言 及 して き た が､ 概 ね 以 下

の 3点 に 要 約 で き よ う｡

第 1は 16歳 以 上 の 男 女 全 て を 労 働 力 と して 軌 貝 す る初 紋 社 の メ ン

バ ー シ ッ プ と､ 技 術 水 準 に規 定 さ れ た 食 槻 生 産 の 賀 詞 す る メ ン バ ー

シ ッ プ と の ギ ャ ッ プ で あ る｡ これ は 出 役 労 働 の 評 価 に 関 わ る問 題 点

に顕 著 に み られ た｡ こ の 点 か らみ れ ば 旧 来 の ｢大 腰 ｣経 営 に よ る 労

働 力 稲 川 や 家 族 経 営 に お け る家 族 間 の 年 齢､ 性 別 に よ る分 業 ･協 業

関 係 は 当 時 の 技 術 水 準 に よ り マ ッ チ した もの で あ っ た｡

第 2は 労 働 力､ 耕 地､ 役 畜 を 岡 田 な 世 相 か らの 出 役 や 出 資 と して
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る 実 態 と の ギ ャ ッ プ で あ る○ これ は 収 益 分 配 を 巡 る社 員 間 の 利 畜 対

立､ さ ら に は ｢地 租 ｣ r馬 粗 ｣ 水 削 こ関 わ る 排 他､ 役 畜 の 個 別 利 川

との 対 抗 の 中 で 顕 著 に現 れ て い た○ こ れ は 具 体 的 に は､ 祉 ∈=;ijの 脚

屑 差 に基 づ く利 害 対 立 と して 扱 わ れ た｡

こ れ は 土 地 改 革 が ｢大 腿 ｣ の 所 有 して い た 生 産 手 段 を 各 段 家 に 分

散 さ せ た こ と と､ そ の 後 の 家 族 経 営 の 展 開 の 巾 で 生 じ た 階 層 差 を 直

指 の 原 因 と して い る｡

第 3は 初 級 社 の 経 営 留 保 ( ｢公 fll金 ｣, 管 理 労 働 即 な ど ) と社 員

の 所 得 と の 対 抗 で あ る｡ これ は､ 初 級 社 の こ う し た 留 保 部 分 の 控 除

が､ 全 体 と して の 社 員 の 所 得 を 圧 迫 して い た と い う耳I実 の 中 か ら析

出 さ れ た｡

こ れ は 一 つ は 初 級 社 の 制度 に原 因 が あ っ た と思 わ れ る が､ よ り本

田 的 な 原 凶 は こ う した 制 度 が 当 時 の 技 術 水 畔 と食 柑 生 産 の 収 益 性 の

水 準 に あ る と思 わ れ る｡ しか し､ 前 車 の 食 鳩目曽産 技 術 の 考 察 も 本 茸

の 収 益 分 配 の 考 察 も そ こ ま で 明 らか に す る に は 至 っ て い な い｡ 従 っ

て､ こ の 点 は 第 5編 の 高 級 社 の 考 察 に 言兵らざ る を 得 な い｡

た だ 親 分 皮 相 的 で は あ る が､ 本 編 で は 初 級 社 に お け る食 指=曽産 が

社 員 の 所 得 増 大 と い う点 で ど の 様 な 意 味 を 持 っ て い た の か を 考 察 し

て､ 3点 目 の 問 題 に 暫 定 的 な 解 答 を 出 して お く こ と とす る｡ こ れ は

次 の 第 10費 で 考 察 さ れ る｡
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は じめ に

本 章 で は､ 初 級 社 に お け る食 耀 増 産 とBl家 へ の 売 り渡 しが･ 社 員

の 所 得 や 自給 用 食 樋 の 消 費 の 増 大 に どれ だ け 寄 与 して い た の か を 考

察 す る こ とを 誹 題 とす る｡

そ の 意 味 は､ ます 第 1に第 8章 第 2節 の 模 範 餌 例 の 考 察 か ら与

ぇ られ た､ 食 視 増 産 の 経 済 的 現 実 性 な い しは 有 利 性 の 有 梨無を検 討 す

る こ と と (辛 )､ 第 2 に 前 章 第 5節 の 初 級 社 の 収 溢 分 配 に関 す る

考 察 か ら捉 起 され た､ 党 ･政 府 の 指 削 こ服 す る初 級 社 の 経 営 と そ れ

らに従 属 す る 祉 貝 の 所 得 の 問 題 力i解 決 さ れ 得 た の か を 検 討 す る こ と

に あ る｡ 言 い換 えれ ば､ 土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 に とっ て 初 級 杜 に加

入 す る こ とが 世相 所 得 の 増 大 に と って 有 利 で あ っ た か 否 か を評 仙 す

る こ とが 秋 成 で あ る｡

本 鐙 で は､ まず､ 初 級 社 に お け る食 掘 ナ曽産 が 実 際 に どれ ほ ど祉 貝

の 所 得 増 大 に寄 与 す る も の で あ っ た の か を検 討 す る｡ 続 い て､ 食 旭

馴 寸け に つ い て､ 1953年 か ら1955年 の 初 級 杜 の 設 立 が 進 ん だ 時 州 の

食 樋 買=寸政 蹄 の 展 開 に即 して､ 農 家 の 食 削 肖資 と利 用 との 関 迎 を 考

察 す る｡

第 1節 食 耀 増 産 傾 斜 に よ る社 員 の 所 得 増 大 の 制 限

ます､ 本 編 の これ まで の 考 察 を 振 り返 っ て お く｡ まず 克 山 県 楊

顕 亭 初 級 社 の 召Ⅰ例 で は､ 様 々 な 食 耀 増 産 技 術 の 導 入 との 関 迎 性 が 具

体 的 に示 され な い ま ま社 員 の 生括 水 準 の 向 上 に結 果 して い る こ とが

紹 介 され た｡ だ だ､ そ こ で は､ 未 加 入 農 家 が 初 級 社 に加 入 す る こ と

仮 定 して､ 所 得 変 化 の 試 算 を 行 っ た が､ 結 局 は技 術 改 良 コ ス トの 負

担 力 とそ の 所 得 増 大 へ の 寄 与 度 一一 つ ま り食 粗 1曽産 の 比 較 収 益 性 -

- が 問 馴 こな る と指 摘 した (弟 8茸 第 2節 )｡

ま た､ 初級 社 にお け る 労 働 力 "過 剰 " 問 題 の 解 決 錦 を検 討 す る 中

で､ 副 業 や 開 墾 へ の 経 営 内 容 の 外 延 的 拡 大 が 上 か らの 指 導 で 食 樋 の

単 収 引 き 上 げ の 方 向 に制 限 さ れ た琳 例 か ら､ 食 柑 増 産 へ 傾 斜 す る こ

rj/

との 経 済 的 意 識 に疑 rujを示 した (箱 9串 節 2qJ)｡

そ こで､ 本 節 で は この 間 RB提 起 に直 相 聞 わ る那 例 か ら食 耀 増 産 と

社 員 の 増 収 との 関 迎 を考 察 す る こ と とす る｡

A)食 鳩 作 付 計 画 の徹 底 と食 掘 生 産 傾 斜 の 比 較 収 益 性

本 項 で は 呼 蘭 県 (註 1) と阿 城 県 の 状 況 か ら､ 初 級 社 や 互 助 組 に

お け る食 槻 作 物 計 画 の 徹 底 過 程 で 生 じた 閲 歴 か ら､ ます 食 槻 作 物 の

作 付 けが､ 戯 家 の 作 目選 択 や 経 営 方 針 の 中 で､ どの様 に位 置 づ け ち

れ て い た の か､ を考 察 す る｡

ます､ 1954年 の 状 況 につ い て､ 状 の よ う に稚 Luk=され て い る｡

県 内 の 全 て の 初 級 杜 と互 助 組 で は食税岬 座 計 画 を坪 定 して い た が､

実 際 に春 季 捕 和 作 業 州 にな って 見 る と､ 西JJLや 香 瓜 (瓜 の 一 機 一

一 菅 昭 ) な どは作 付 け計 画 を4･3haも上 回 っ て い たが､ 多 収 放 食 畑

作 物 で あ る トウ モ ロ コ シ の 面 相 は大 き く減 少 して い た｡

そ の た め､ ｢野 菜､ 瓜 類 が 過 剰 とな り､ 食 粗 が不 足 す る ｣状 況

の 発 生｡ 例 え ば､ 第 7区 の 王 柱 村 で は､ 瓜 を 2ha植 えれ ば 自給 で

き た が､ 突 隙 に は 17ha作 付 け し､ 販 売 で きず 豚 の餌 にす る しか な

か っ た｡ ま た､ 白菜 を 作 付 け して も売 れ残 っ て 圃場 で腐 る に任 せ

て い た｡ 55年 にな っ て これ らの 農 家 は 飯 米 が不 足 して､ 国 家 か ら

飯 米 を 牌 大 した｡

だ が､ 1955年 春 季 に な る と､ そ の 反 動 と して､ 区委 員 会 が 村 に対

して 主 観 的 な 作 付 計 画 の 下 達 を行 うな どの 弊 害 が 多発 して い た｡

多 くの 合 作 祉 ･互 助 組 が 作 付 け引 画 を蹄 定 した が 形 式 主 義 が 深

刻 で あ る｡ ま た､ 多 くの 区 で は 可 能 性 を考 慮 せ ず､ ま た 国家 計 画

も梨無視 して い る｡ そ して､ 各 種 作 物 の 作 付 け比 率 を 区 か ら村 に割

り当 て て､ 村 は 実 現 可 能 性 を検 討 す る こ とな くそ の ま ま初 級 社･

互 肋 組 お よ び 戯 家 に下 達 して い る｡



r37.

あ る農 家 は､ そ の 輪 作 仰 序 か ら見 て 2伯 の 11iJf布 地 に大 豆 1伯 と

トウモ ロ コ シ 1haが 適 切 な の に､ 5種 類 の 作 物 の 作 付 け を強 制 さ

れ た｡ 従 っ て､ 農 家 は 自 らの 計 画 に泊 っ て 作 付 し､ 結 果 的 に 国 家

計 画 は 無 に帰 した｡

ま た､ 一 部 の 区 や 村 で は 幹 部 が 各 互 助 組 と初 級 社 の 作 付 計 画 を

坪 定 した が､ そ の 内 容 が 国 家 計 画 に適 合 す る か が 問 わ れ す､ 結 局

農 家 が 作 付 け した い も の を 作 付 け た｡ さ ら に､ 作 付 計 画 が 搾 定 さ

れ な い と こ ろ も存 在 す る｡

と言 う状 況 で あ っ た｡

当 時 呼 郁 県 で は 農 家 の 初 級 社 へ の 加 入 率 が ,LEJ平 均 で 4g･3% と な り､

加 入 率 30-40% の 村 は 全 村 の 33%､ 同 じ く15-20% の 利 は 15%､ 初

級 社 が な い村 は 3% と､ 大 半 の 村 で 初 級 社 が 設 立 され る よ う に な っ

て い た｡ こ う した背 演 の 下 で 県 は､ 1955年 春 季 の 状 況 につ い て ｢現

在 で は､ 初 級 社 とい う国 家 作 付 計 画 を 徹 底 す る有 利 な 条 件 が 備 わ っ

た ｣ とか な り楽 観 的 で あ っ た｡ ま た､ 上 記 の よ う な 問 題 も､ 初 級 社

に対 す る ｢4条 標 準 の 教 育 が 完 成 す れ ば､ 国 家 計 画 に泊 っ て 作 付 で

き る し､ 互 助 組 や 未 組 織 農 家 の 一 部 に は 自 由 に作 付 さ せ る こ と も 可

能 で あ る ｣ と して い る｡

しか し､ 第 3編 で 考 察 した 初 級 社 設 立 の ｢棋 累 期 ｣ に お け る ｢4

条 標 準 ｣ の 普 及 徹 底 や そ の 直 後 の ｢全 面 的 合 作 化 ｣糊 の 状 況 を 思 い

起 こせ ば､ 問 題 は 簡 単 に解 決 され る も の で は な か っ た｡

こ の 記 事 自体 は ｢何 が 食 耀 捕 種 計 画 の 実 現 を妨 げ て い る の か? ｣

と言 う表 題 で 宮 か れ て い る の で あ る が､ この 状 況 を 当 時 の 農 家 の 作

付 選 択 に即 して み る な らば､ 次 の よ う な こ とが 明 らか にな る｡

ま ず､ 第 1に､ 食 旭 作 物 の 作 付 け は､ 県 ->区-･村 - 初 級 祉 (ま た

は 互 助 組､ 農 家 ) と言 う経 路 で 強 制 的､ 主 観 的 に下 達 され る作 付 計

画 に よ っ て 徹 底 され よ う と して お り､ そ れ に対 抗 して､ 社 員 や 互 助

組 組 員 を 含 む 殿 家 は 自 らの 作 りた い も の を作 る傾 向 に あ っ た｡

第 2に､ 儲 家 の 作 目選 択 を 見 る な らば､ まず 食 粗 作 物 に つ い て は
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各 排 地 片 の 輪 作 順 序 に よ っ て 判 断 す る とが､ 作 付 計 画 で は この 点 が

無 視 され て い た｡ さ らに､ 農 家 は 野 菜､ 瓜 類 な どの 商 品 的 性 格 の 強

い作 物 を 拡 大 して､ 自給 的 な トウ モ ロ コ シ な どは 綿 小 す る 傾 向 に あ

っ た｡

つ ま り､ こ こ で 見 た農 家 の 選 択 は野 菜､ 瓜 類 な ど商 品 的 性 格 の 強

い､ ま た 場 合 に よ っ て は 生 産 物 の 売 れ 残 りや 金 描 作 物 の圧 絹 に よ る

飯 米 不 足 を結 果 して しま いか ね な い "high-risk,high-return" な

作 物 の 販 売 に よ り､ 現 金 所 得 を増 大 す る 要 求 を持 って い た こ とが 伺

え る｡

* * *
次 に､ 阿 城 県 苅 2区 椴 樹 村 の郎 例 か ら､ 同 じ く農 作 物 の 作 付

計 画 の ru]鎚 と､ 収 益 分 配 を巡 る初 級 社 の ｢公 fll金 ｣都 税 と個 人 分 配

の 関 係 の 処 理 の 間 脳 を考 娯 しよ う (註 2 )｡

最 初 に この 耕 例 を紹 介 し記 事 の 性 格 につ い て 触 れ て お く｡ これ は､

国 家 の 生 産 計 画 を初 級 杜 の 生 産 計 画 に一 致 させ､ ｢JA業 を主 とす る

経 営 方 針 ｣ を 実 施 させ る場 合 の 間 RZi点 を取 り扱 っ た記 事 で あ る (註

3)｡ 記 事 で は､ 初 級 社 の作 付 け が 国 家 の 生 産 計 画 と指 導 を逸 脱 す

る傾 向 が､ 阿 城 県 内 ば か りか 黒 竜 江 省 で も多 くの 地 域 と初 級 社 で 程

度 の 差 は あれ 見 られ る こ とを 指 摘 して い る｡ な お､ この 阿 城 県 の 記

事 は､ 国 家 計 画 に背 い た村 支 部 副 書 記 非 初 級 祉 主 任 楊 生 の 自 己 批

判 の 文 盲 で あ り, 他 の 関 迎 記 事 2つ と共 に掲 搬 され た｡

こ の 初 級 祉 (名 称 は不 詳 ) は､ 1952年 に村 党 支 部 と区委 員 会 に 申

試 して 設 立 さ れ た が､ 設 立 の 軌 機 と して は 次 の 2点 が 挙 げ られ て い

る｡ 発 1 に､ 初 級 社 にな れ ば 国 家 援 助 を得 られ る利 点 が あ る こ と｡

っ ま り､ 他 の 初 級 社 が 国 家 融 資 や 馬 .ゴム輪 車 の 貸 与 な どを優 先 的

に受 け て い た こ とか ら､ 設 立 を 申請 した と言 う｡ 第 2に､ 初 級 社 に

す れ ば､ 何 を や っ て も ｢資 本 主 義 ｣ と批 判 され る こ とは な くな る と

い う点 が 挙 げ られ て い る｡

そ して 設 立 後 は､ 上 級 の 党 .政 府 機 関 は勝 美 生 産 を主 とす る経 営

方 針 を 堅 持 す る よ う指 串 して い る に も関 わ らず､ 自分 連 は 何 を経 営
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す れ ば 収 入 が 和 え る か の み を 考 え た と い う｡

こ の よ う に､ 揚 生 が 指 萌 した初 級 礼 は､ まず 同 家 )腰肋 が 雄 和 で き､

しか も党 ･政 肘 か らの 批 判 を 回 避 す る "隠 れ 兼 " の 意 味 を 持 つ も の

と して 初 級 祉 設 立 を選 択 した の で あ る が､ そ こ で の 経 営 内 容 の 推 移

は 次 の よ うな も の で あ っ た｡

ま す､ 1953年 作 付 計 画 で は､ 初 級 祉 管 理 委 員 の 一 人 が ｢何 を 鵬 え

る に して も収 入 は ニ ンニ ク に 及 ば な い し､ 白菜 も柏 え れ ば 一 挙 両 得

だ J と言 っ た の を受 け て､ ｢ニ ン ニ ク を 1ha細 え れ ば 販 売 収 入 は 数

百 元 にな る ｣ と考 え､ ニ ンニ ク と 白菜 を 作 付 け る こ と に決 定 した｡

さ らに大 豆 を 2haを 作 付 て､ 豆 腐 工 場 を 糊 設 し､ そ こ に 1人 屈 川 し

た｡ しか し､ 1953年 は 水 苔 に遇 っ た た め ニ ン ニ ク が不 作 で 一 部 の 社

員 か ら脱 退 の 要 求 が 出 て き た｡

翌 1954年 の 作 付 計 画 を決 定 す る峠州 に､ 区 委 員 会 か らコ ウ リャ ン､

大 豆､ 架 を 中 心 に作 付 け る よ う指 示 が 出 され.た が､ ｢国 家 計 画 を 実

践 す れ ば 国 家 に有 利 だが､ 社 員 の 増 収 に結 び 付 か な い ｣ と考 え て,

実 際 に は 販 売 収 入 が 多 い と思 わ れ る ニ ン ニ ク (1.7ha)､ 香 瓜 (1･5

ha) お よ び 亜 麻 を作 付 け し､ 上 級 に は 3haの 稗 を 植 え た と偽 っ て 報

告 した｡ しか し､ 後 に 区 長 が 視 察 に来 た 際 に発 見 され 批 判 を 受 け た｡

農 作 物 の 選 択 を巡 り､ 商 品 的 性 格 の 強 い野 菜､ 瓜､ 繊 維 作 物 (亜

蘇 )や､ 豆 腐 加 工 業 の 別 業 を 前 提 と した 大 豆 の作 付 け に よ っ て､ 食

塩 作 物 の 作 付 け が 上 級 か らの 指 導 よ り も 少 な くな っ た 点 は､ 前 の 呼

蘭 県 の 事 例 と共 通 して い る｡

た だ､ ニ ン ニ クや 瓜 に して も､ ま た 加 工 を 見 込 ん だ 大 豆 に して ち

そ の 作 付 面 紙 は 2haに も満 た ず､ 常 識 的 に考 え て 全 て の経 営 地 で 令

権 の 作 付 け が 放 棄 さ れ よ う と した 訳 で は な い｡ ま た､ これ らの 作 物

の 作 付 け を許 可 して しま っ た場 合 に､ 食 視 が す べ て 自給 分 に回 さ れ

て し ま い 国 家 へ の 売 り渡 しが な くな る可 能 性 も考 え られ る が こ う し

た 実 態 は 資 料 か らは 明 か で な い｡ しか し､ 上 級 (区委 員 会 )の 統 制

は か な り厳 しい もの で あ っ た こ とが 推 測 され る｡

こ こで 廃 家 の 判 断 と して 示 され て い る の は､ まず 自給 分 (飯 米､
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飼 料､ 燃 料 ) は 碓 保 す る こ とを前 提 と して､ 現 金 収 入 の和 人 を追 求

す る 方 向 で 商 puu的 性 格 の 強 い作 物 が選 択 され た こ とで あ る｡ そ して

コ ウ リャ ン､ 架 な どの 食 樋 の 買 付 価 格 が､ これ らの作 物 と比 較 して

低 く､ 農 家 の 生 産 意 欲 を 刺 激 す る は どの もの で は な か っ た こ とが､

背 崇 に な っ て い る｡

* * *
楊 生 の 指 導 す る こ の 初 級 社 で の, 社 員 岬 収 の た め の 試 み は､ 単 に

作 付 計 画 の 決 定 の局 面 の み に 留 ま らな か っ た｡

1954年 の 食 粗 rl付 けの 時 期 一一 この 時 糊 は 秋 季 収 櫓 後 の 収 益 分 配

の 時 期 で も あ る -一 に は､ 食 樋 の 分 配 を 国 家 の 規 定 に即 して まず 社

員 の 飯 米､ 役 畜 の 飼 料 お よび 来 年 用 の種 子 を控 除 して､ 残 りを 国 家

に売 り礎 す 方 法 を採川 した｡

そ の 隙 に､ まず 出 役 労 働 力 (社 員 ) を含 む 膜 家 家 族 へ の 飯 米 分 配

を 1人 当 り500斤､ 飼 料 は 馬 1娘 当 り500斤 で 計 Ty･し, 収 機 物 か ら控

除 した｡ さ ら に出 役 労 働 力 に つ い て は 各 Jia家 と社 内 に二重 計 許 して

留 保 した｡

ま た､ 種 子 を 多 目 に留 保 した｡ 1955年 の作 付 計 画 は 大 豆 16haだ が

種 子 用 に 4,700斤､ コ ウ リャ ン は 25haだが 8石 を留 保 した｡

そ の 結 果､ 上 か ら割 り当 て られ た買 付 任 務 は本 来 11･3万 斤 だ っ た

が､ 実 隙 には 販 売 可 能 且 8万 斤 で 申告 した｡

ま た､ 食 粗 販 売 代 金 を 含 め た収 益 分 配 の 隙 に も､ 本 来 は融 資 黄 金

の 返 済 部 分 や 蓄 拙 部 分 を 優 先 的 に控 除 す る こ とが 定 め られ て い た が､

この 初 級 社 で は そ う は しな か っ た｡

こ の初 級 社 で は 1952年 に国 家 融 資 を受 けて 新 式 畜 力 農具 を 1,700元

で 柵 大 した｡ 1954年 に な って 童艮行 か ら返 済 の 催促 通 知 が き たが､ 返

済 に充 当 す べ き資 金 で 馬 を牌 入 し融 資 資 金 を退 所 しな か っ た｡

ま た､ ｢公 税 金 ｣ と ｢公 益 金 ｣ を留 保 せ ず にす べ て 分 配 した｡ 亜

麻 の 収 入 だ け で 1万 元 に逮 す る た め､ 1労 働 日当 りの 分 配 額 は 215元

に も な り､ 多 い農 家 は 年 収 1,000-2･000元 に もな っ た と言 う｡

食 粗 の 分 配 方 法 に つ い て は､ 次 節 以 降 で 考 察 す るが､ 現 軌 現 金
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を含 め て 極 力 農 家 の 所 得 を増 大 さ せ､ 農 家 経 済 に 余 裕 を も たせ る 方

向 で 分 配 が 行 わ れ た の で あ る｡

* * *
も ち ろ ん､ こ の 初 級 社 が す べ て の 社 員 の 意 志 を 反 映 して この よ う

な 選 択 を した の で も な く､ ま たす べ て の 社 員 の 利 富 が 一 致 して こ の

よ う な 分 配 方 法 が 採 用 さ れ た 訳 で も な か っ た｡

まず､ この 初 級 社 の 幹 部 の 選 出 は､ ｢富 農 は 貧 農 よ り "共 面 目 "

で "計 昇 が で き る" ｣ と言 う判 断 か ら ｢富 農 ｣ を 含 め た管 理 委 員 と

二 つ の 生 産 組 の 組 長 の 人 事 を行 っ た｡

ま た､ 労 働 組 織 の 面 で は､ 1954年 の 春 季 播 種 作 業 州 か ら生 産 組 晦

の 作 業 謂 負 制 度 を採 用 したが､ そ の 際 に 農 家 間 で El由 に生 産 組 を組

織 さ せ た ため､ 作 業 能 力 の 高 い も の 同 士 組 み､ 体 力 の 弱 い ｢焚腿 ｣

は排 斥 さ れ て 祭 儀 同 士 で 組 を 作 る こ と に な っ た. しか も､ 1953年 は

水 苔 の た め に不 作 に な っ た の で あ っ た が､ 体 力 の 弱 い ｢貧 腿 ｣ に虫

任 を か ぶ せ て 3戸 を 除 籍 した と言 う｡

1953年 に､ 社 員 の 資 金 出 資 に よ っ て 投 資 を行 う こ と に な っ た が､

投 資 資 金 の 利 息 を 区 要 員 会 は 2.85銘 (*) を 限 度 と して い た が､ 社

内 の ｢富裕 中 農 ｣が 0.3% にす る こ とを 主 張 した た め､ 3銘 に決 定 し

た｡ 当 時 の 投 資 資 金 は合 計 で 3,000元 に な り､ 初 級 社 が 支 払 う利 息 は

900元 とな っ た｡ この 利 子 部 分 は 30人 い た 男 子 労 働 力 に､ 1人 当 り3

0元 で 均 等 負 担 させ る こ と にな っ た｡

出 資 資 金 と利 子 との 二 塁 の 負 担 は 3i良 に不 利 で あ り､ 出 資 資 金 の

余 裕 の 無 い貧 困 腰 家 は富 裕 農 家 に 1.8% の 利 息 で､ 代 わ りに投 資 して

貨 わ ざ る を得 な くな っ た｡

*: この 利 率 は 単 利 で あ る と考 え られ る｡ な お､ 中 国 で は､

現 在 も単 利 計 許 を 行 っ て お り､ この 当 時 の 利 子 計 算 も裡 利 方 式 で

は な く､ 単 利 方 式 で あ っ た と考 え られ る｡

こ の よ う に､ 初 級 社 の 迎 首 の 決 定 権 は 実 質 的 にfir裕 儀 家 に帰 屈 し
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て お り､ 作 業 舵 力 が 低 く現 金 余 剰 の 無 いfi困 農 家 は絶 えず 不 利 な 立

場 に 拭 か れ て い た の で あ る｡ とは 言 っ て も､ 蕃 机 や 融 資 や 金 の 返 済

を 無 く して､ 1労 働 E]当 りの 評 価 ylも- i.(!2.5元 に した の で あ る か ら､

貧 困 儲 家 の 不 満 が 解 消 さ れ た か と もか く､ 全 農 家 が そ の 恩 怨 を 受 け

た こ とは 経 か で あ る｡

* * *
総 じて､ 国 家 の 作 付 計 画 を無 視 した 商 品性 の 強 い作 物 の 作 付 選 択

や 豆 腐 加 工 業 な どの 経 営 通 訳 は､ 富 裕 良 家 の 意 志 決 定 に よ る も の と

考 え られ､ 彼 らを 中 心 と した 所 得 増 大 を 目指 した もの で あ っ た｡

逆 にみ れ ば､ 国 家 の 食 税 作 付 計 画 は相 対 的 に価 格 の 低 い作 物 の 作

付 け を強 制 し､ ま た 初 級 祉 本 来 の 収 益 分 配 方 法 は､ 祉 貝 世 帯 に現 物､

現 金 の 余 剰 が 形 成 さ れ る の を 制 限 す る も の と して 作 m して いた の で

あ る｡ つ ま り､ 農 業 =食 粗 を主 体 に生 産 させ よ う とす る こ とは､ 社

員 儲 家 の 増 収 と は現 実 的 に相 反 す る.もの で あ っ た の で あ る｡

B )南 中 収 食 掘 作 物 の 増 産 努 力 と社 員 の増 収 問 題

前 項 で は､ 初 級 社 にお け る作 目 .経 営 選 択 と社 員 の 増 収 の 閑 適 を

考 察 した が､ こ こで は初 級 社 お け る食 耀 増 産 努 力 と社 員 の 増 収 との

関 迎 を考 察 す る｡ まず､ 克 東 県 第 2区 古 城 村 の孫 菜 義 初 級 社 の

事 例 か ら考 察 す る (註 4 )｡

こ の初 級 杜 は､ 1953埠 に設 立 さ れ 同 埠 には食 掘 増 産 と社 員 の 増 収

を実 現 した｡ そ の 状 況 は袈10- 1に示 した通 りで あ る｡

こ の 二 人 の 串 例 よ り､ 体 力 が 弱 く鵜 もな く排 他 条 件 も想 い劉 禅 も･

前 年 の 互 助 組 に参 加 した 時 期 よ りか な りの増 収 を 実現 して い る｡

そ の 理 由 と して示 され て い るの は､

節 1に作 付 面 相 を拡 大 した こ とで あ る｡ 当時 は村 内 に荒 れ 地 (

耕 作 放 棄 地 ) が あ り村 政 府 は互 助 組 に耕 作 させ よ う と した が､ 互

助 組 は 管 理 し きれ ず ま た種 子 が 不 足 して い た た め排 作 で きな か っ

た｡ あ る互 助 組 は 共 同 で 一 部 の 荒 れ 地 を耕 作 したが 管 理 が雑 で 1

l I
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我lo-1 古城村 孫-h菰 初級社 にお ける祉ilのqlJ収状況

社員の概況 年rTjJJTT持 増収状況

1953年

毛起宙 労働 力 1人 社 内純lVT得 (農業税 . 52年 (互助組合JJu)0)農業税､

馬 2税 耕地5伯 生産投ft控除後 )32石 生産はil込 みの収入に相 当

劉祥 労働0.5人馬無 し 耕地は窪地 社 内純所得 14石 52年 (互助組参加 )は 3石(増収率 I367%)

ー954年

設立時社 員 ■■23戸 53年 よ り微増 JT戸 (74%)不 変 または微減 6戸 (26%)

王余塵 労働 力 2人 53年農業所得 49.77石 148労働 EJl亡川LT(祉 内応多 )しか し増収 は5,4石 のみ(増収率 +10.8%)

李青林 1労働力 労働 日取得 226日 約 210労働 日 (増加率 +7.6%)

史料 : r向農村工作幹 部提出的新課題 一従孫兼義農業生産合作社生産増長的速度

太憎談起 ｣ ,.果奄江日報1955年2月23日･

J17

ha当 り 2石 棺 度 し か 収 機 で き な か っ た｡

だ が､ 初 級 社 設 立 後 は 16haの 荒 れ 地 全 て を LJf作 し､ rP桝 ･陳 平

も 適州 に 行 い 秋 に は Iha当 り 5石 の 収血 を 実 現 し た｡

邦 2に､ 夏 季 水 苔 を 克 服 し た こ と で あ る｡ 1953咋 変 の 第 2回 目

の 申 耕 ･除 草 作 業 の 時 州 に 迎 日 柄 が 降 り､ 60-70haの 任 地 が 浸 水

し た｡ そ こ で､ 全 祉 26名 の 男 子 労 働 力 が 管 理 費11会 の 指 導 下 で､

風域 に 粥 を 掘 り排 水 を 行 い､ 作 物 を 保 消 し た｡ そ の 結 架､ 全 社 JJf

地 130haの う ち 減 産 し た の は 20ha程 度 に GdIま り､ 残 り 110ha余 り の

耕 地 は 単 収 4.72石 と な っ た｡

以 上 の 2点 で あ る｡ つ ま り､ 初 級 社 で 労 働 力 を 組 和 し た こ と で､

肥 培 管 理 を 子.'d底 で き､ 不 作 付 地 も 出 す こ と な く､ ま た 自然 災 苗 も WJ

止 し て 収故 を 増 や し た の で あ る｡ そ して ｢そ の 綿 n上､ 5戸 が 入 社 を

希 望 し､ 新 祉 員 と し て 受 け 入 れ た ｣ と 言 う｡

し か し､ 1954年 に な る と 社 内 の 状 況 は 一 変 し た｡

1954年 の 作 柄 は 平 年 の 8割 で あ っ た が､ 1953年 が 5- 6割 で あ っ

た の に 比 べ れ ば 良 く な っ た し､ ま た 祉 日 の 出 役 El数 も 多 く な っ た｡

だ が､ 54年 に は 全 社 177haの 排他 に､ 小 麦､ 大 豆､ コ ウ リ ャ ン､ ト

ウ モ ロ コ シ､ 粟 お よ び 鵬 を 作 付 け た が､ こ れ らの 平 均 単 収 は 4･7石 と

前 年 と ほ ぼ 同 じ で あ っ た｡ ま た､ 多 収 虫 作 物 で あ る 蒋 麦 の 単 収 も 53

年 よ り 15%増 産 し た だ け で 作 物 の 単 収 は あ ま り岬 加1し な か っ たo

こ の よ う に､ 作 柄 が 平 年 此 み に 近 づ き しか も 桝 地 面 村lも 53畔 の 13

ohaか ら､ 177haに 和 え た に も 関 わ らず､ 姦10二1 の よ う に 社 員 の 所

得 も あ ま り大 幅 に は 増 え な か っ た. 例 え ば､ 王 余 庭 の 場 合 に は 148労

働 日 も 出 役 が 増 え た に も 関 わ らず､ 所 得 は 5･4石 増 加 し た だ け で･ 増

加 分 の 1労 働 El当 り の 所 相 は 0･0364石 に 過 ぎ な か っ たo ま た､ 社 内

の -1-等 の 作 業 能 力 を 持 つ 李 背 林 は､ 1953年 の 1労 働 日 の 評 価 郡 は 0･

0680石 で あ っ た が 54年 に は 0･0679石 に な っ て お り､ 出 役 労 働 を 増 や

せ ば 増 収 に は な る が､ そ れ ほ ど耕 著 な 所 得 増 大 に は な らな か っ た の

で あ る｡ そ れ は､ 祉 貝 の 忠 言芯の 中 で は ｢初 級 社 の 川 窪 や 岬 収 の 可 fJE
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性 に限 界 を感 じた り､ 55年 に は 減 収 す る の で は な い か と心 配 す る 気

分 が 蔓 延 した ｣ と言 う よ う に現 れ た.

そ の 原 凶日ま､ 食 硯 の "平 均 年 収 " が 増 え な か っ た こ と に 帰 前 す る

の で あ ろ う が､ そ こ に含 まれ る軍 凶 は 次 の よ う に指 摘 され て い る｡

そ の 第 1は､ 1953年 の 農 業 税 に､ 54年 に な る と地 方 附 加 税 が 付

け加 え られ た こ と｡

第 2は､ 54年 は 53年 よ り大 豆 作 付 け が 減 少 した た めO つ ま り､

収 丘 が 安 定 した作 物 で 商 品 価 値 が 高 い 大 豆 の 作 付 け の 削 減 に よ り･

販 売 収 入 が 減 っ た こ とで あ る｡

箱 3は､ 労 働 力 利 用 の 面 で計画 性 が な く労 働 力 が 浪 耕 され た こ

とで あ る｡

こ の記 串 の 目的 が､ 初 級 社 に存 在 す る増 産 の 限 界 を 強 調 す る消 極

的 な 論 調 を批 判 す る こ と に あ る た め､ 農 業 税 の 柏 餅 や 大 豆 の 作 付 面

横 の 削 減 を減 収 の 原 因 と して 認 め る 内 容 には な っ て お らず､ 第 3の

点 の み が､ 強 調 され て い る｡

っ ま り､ 初 級 社 の 労 働 力 の 組 織 が 不 完 全 で あ っ た こ とを 最 大 の 理

由 と して 挙 げ て い る｡ そ の 内 容 は ･-

第 1に､ 春 季 播 種 作 業 の 小 麦 捕 種 の 時 期 に作 業 計 画 が な か っ た

の で 晦 日 10人 ほ どの 労 働 力 が 遊 ん で い た｡ 社 員 は仕 掛 が な くて 所

得 が 減 るの を 恐 れ て 生 産 隊 長 に仕 串 の 割 り 当 て を 要 求 した が､ 隊

長 が 対 応 で きず､ や む を得 ず 順 番 に 出 役 し順 番 に休 息 す る こ と に

した こ と｡

第 2 に雑 穀 の捕 掘 作 業 の 時 期 に､ 区 政 府 か ら延 築 作 業 を 訂=ナ負

っ て 10数 名 の 労 働 力 の 仕 事 を取 られ た た め､ 作 業 に 支 障 を来 した

こ と｡

夏 季 作 業 の 時 州 に は 帯 に 3 14名 が 欠 勤 して い た｡ 社 内 の 32名

の 婦 人 労 働 力 が 夏 季 作 業 へ の 参 JJuを 要 求 した が､ 20名 の 参 加 を 許

∫¢/

可 した の み で あ っ た｡

秋 の 収 穫 作 業 で は､ 仕 41持 ち や 欠 勤 現 象 が 多 発 L lつ の 脱 穀 機

で 本 来 10名 で 足 りる と ころ を､ 1415名 で 作 業 を行 っ て い た こ と､

･･･で あ り､ こ の よ う に年 間 を通 じて は 掛 持 ち ･欠 勤 が続 出 し､ そ

の 延 べ 日数 は 1,000労 働 日､ つ ま り労 働 力 4人 分 の 労 働 日数 に相 当 し

て い た｡

ま た､ 作 業 の 質 が 低 い こ と も指 摘 され て い る｡ その 内容 と して は

第 1 に､ 捕 種 前 の 桝 起 お よび 桝 起 後 の鎖 圧 .保 u 招 LmLtが徹 底 さ

れ て い な い こ と｡ 例 え ば 24haの トウ モ ロ コ シお よび コ ウ リャ ン作

付 地 の う ち 桝 起 した の は 16haの み で､ 36haの架 と鵬 の作 付 地 は す l

ぺ て 桝 起 して い な か っ た｡ そ の 純 米､ 鵬 の 作 付 他 で は 虫 苔 が 発 生

し単 収 は 3.1石 で 53年 よ り 2石 減 産 して しま っ た｡

第 2は､ トウモ ロ コ シ の 新 しい捕 機 法 で あ る穴 蒔 き法 (捕 種 六

に厩 肥 を職 人 させ る方 法 -菅 沼 ) を採 用 した面 相 が 53年 よ り縮 小

さ れ た こ と｡

第 3に､ 小 麦 作 付 地 26haの う ち前 年 に新 式 富 力 農 具 を使 用 して

秋 季 桝 起 作 業 を行 い､ 54年 にな って 捕 種 機 に よ る播 種 を行 っ た の

は 16haの み で あ っ た こ と｡ ち な み に､ 捕 機 機 を利 用 す る平 鎚 蒔 き

は 単 収 4石 で 従 来 の 捕 碓 法 は単 収 1.5石 で あ る と言 う｡

第 4 に､ 開 墾 が 実 施 され な か っ た こ と. 開 墾 は 計 画 され て い た

が､ 自分 達 で や る の で な く国 営 トラ ク タ- ステ ー シ ョンの トラ ク

タ ー が 作 業 して くれ る の を た だ待 って いて､ 結 局 で きな か っ た｡

こ の 4点 が 挙 げ られ た｡ つ ま り､ こ こで は 作 業 の組 織 化 に無 駄 が

多 か っ た こ と に 加 え て､ 増 産 技 術 が ま とも に実 践 され て い な か っ た

か ら食 櫨 の 大 幅 な増 産 が 実 現 で きず､ 社 員 の所 得 も増 大 しな か っ た

の だ と言 う経 過 が 強 調 さ れ て い るの で あ る｡



ty,I-

こ こで 示 さ れ た､ 農 業 税 増 額､ 大 豆 の 作 付 制 限､ 労 働 組 織 の iPt礼

そ して 食 柑 増 産 技 術 の 採 用 の 問 題 と､ こ れ らの 相 互 間 迎 を 社 員 の ITr

得 増 大 効 果 と関 わ らせ て 検 討 しよ う｡

い ま 引 用 し た 部 分 か ら､ 農 作 業 の 労 働 組 縦 の 欠 陥 が 増 産 技 術 の 実

践 を 妨 げ た と解 釈 す る こ と も可 舵 で あ る｡ つ ま り､ 初 級 社 の 労 働 組

織 に は作 業 の 質 の 向 上 や 社 員 の 労 働 意 欲 を刺 激 し た り､ 婦 人 労 働 力

を 動 員 す る上 で 多 くの 問 題 が 存 在 して い た の だ か ら､ 出 役 日数 が増
大 して も増 産 に紹 架 しな か っ た と理 解 す る こ と も 可 能 で あ る｡

だ が､ こ こ で 問 題 とな っ て い る の は､ 1953年 に 比 べ て 顕 著 な 増 産

･増 収 が 達 成 で きな か っ た こ とで あ る か ら､ 1953年 の 労 働 力 の 組 織

方 法 を 明 らか に し､ それ と比 較 す る必 賓 が あ る｡ だ が､ 同 記 部 は こ

の 点 に全 く言 及 して い な い た め､ 両 者 の 関 係 の み を強 調 す る こ と は

早 計 で あ ろ う｡

従 っ て､ 同 様 に､ この 琳 例 の 限 りで は 労 働 組 織 の 問 題 は､ 大 豆 の

作 付 制 限 な どの 要 因 も同 等 の 畠 み を持 っ て 考 慮 さ れ な け れ ば な らな

い の で あ る｡

* * *
大 豆 の 作 付 制 限 に よ る所 得 増 大 速 度 の 低 下 は､ 恐 ら く食 耀 作 物 間

の 国 家 只 付 価 格 の 差 異 に 関 わ る も の で あ ろ う が､ この 点 を 別 の 邸 例

か ら考 察 して み よ う (註 5)｡

1955年 春 の 克 山 県 で は､ 初 級 社 の 中 で ｢互 助 組 と比 較 して増 産 程

度 が 遅 い ｣ こ と を指 摘 す る 声 が 出 て お り ｢初 級 社 に対 して 疑 問 を 持

つ 農 家 が 増 加 して い る ｣状 況 で あ っ た｡

当 時､ 県 内 で は ｢安 定 多 収 丘 作 物 で あ る トウモ ロ コ シ の 作 付 両 横

が 少 な く､ 初 級 社 は 価 格 が 高 く省 力 的 作 物 を 選 ん で作 付 け る ｣ 傾 向

が あ っ た｡ だ が､ 他 方 で 克 山 県 委 員 会 は､ 1955年 は 県 全 体 で 年 産 13

万 tの 食 抱 生 産 を達 成 して 54年 よ り30% 増 産 す る こ と を計 画 して お

り､ そ の た め に トウ モ ロ コ シ を拡 大 し､ 小 安 を 圧 縮 す る よ う に指 導

して い た｡ 具 休 的 に は､ トウ モ ロ コ シ の 作 付 面 柳 を24,300ha拡 大 す

る こ とが 児 内 で 指 示 され て い た｡ しか し､ 初 級 社 は ｢トウ モ ロ コ シ

{㌧弓

は 価 格 が 低 く､ 収 入 も少 な く､ 労 働 力 を 多川 し､ 碓 子 も不 足 して い

る ｣ と して､ 作 付 拡 大 を拒 否 して い る状 況 で あ っ た｡

っ ま り､ 克 東 県 の gi例 と併 せ て食 掘 作 物 の 中 で の 作 目選 択 や､ 増

産 技 術 の採lrlの 問 以 の み に絞 って 考 え る な らば 次 の こ とが 指 摘 で き

よ う｡

ま す 第 1に 小 麦 と大 豆 は 国 家 日 付 価 格 が相 対 的 に高 く､ トウ モ ロ

コ シ は 相 対 的 に低 い こ と｡ 従 って､ 単 収 が 商 いが 価 格 の低 い作 物 の

作 付 拡 大 は､ 排他 利 用 の 点 で 所 得 増 加 に とっ て 不 利 で あ る点 が 指 摘

で き る｡

だ が､ 克 東 児 の -gi例 で 閲歴 とな っ たの は､ 各 食 税 作 物 全 体 の "平

均 単 収 " が 増 大 しな か っ た問 題 で あ り､ トウ モ ロ コ シ な どの 高 い単

収 で 大 豆 との 相 対 価 格 の 低 さ を カ ヴ ア で き る の で あれ ば､ 大 豆 の 作

付 制 限 を 単 純 に所 得 増 大 の 圧 迫 安 因 とす る こ とは で きな い｡

そ こで 第 2点 で あ るが､ 小 麦 や 大 豆 は､ 労 働 力 を多 く必 安 と しな

い 一一 つ ま り巾 跳 作 業 が 少 な くて 済 む 一一 省 力 的 作 物 で あ るが､ ト

ウ モ ロ コ シ､ コ ウ リャ ン な どは 中 耕 ･除 草作 業 が 多 く必 要 な た め､

農 繁 期 作 業 の 労 働 緊 張 度 が 高 ま り､ 労 働 力動 員 と適 期 作 業 の保 証 の

点 で 技 術 的 に も不 利 で あ る点 が 指 摘 で き る｡ しか も､ 前 の 例 で示 さ

れ た 小 麦 の 増 産 技 術 は､ 新 式 畜 力 農 具 に よ る排 起 と播 種 作 業 で あ り､

これ は 役 畜 を 多 用 す るが､ 労 働 力 につ いて は 省 力 的 で あ る｡ そ れ と

対 照 的 に､ トウ モ ロ コ シ､ コ ウ リャ ンな どの 増 産 技 術 は･ 婦 人 労 働

力 を 含 む 労 働 多 投 型 の技 術 で あ り､ 顔 繋 州 の 労 働 ビ- クを さ らに高

め る もの で あ っ た｡

従 っ て 大 豆､ 小 変 は技 術 的 ･経 滴 的 に ･･1ow-risk･high-return''

で あ り､ トウ モ ロ コ シ､ コ ウ リャ ンは "high-risk･ low-return" で

ぁ る と言 え よ う｡ だ か ら､ 後 者 の 作 付 面 相 の 拡 大 を一 面 的 に強 調 す

る 当 時 の 食 樋 増 産 計 画 は､ と もす れ ば増 産技 術 を採 用 す れ ば な お さ

ら農 緊 州 の 労 働 ピー ク に初 級 社 が対 応 で きず､ しか も増 収 効 果 が あ

ま り上 が らな い と言 う司り旗を 誘 引 す る可 能性 が あ っ た の で あ る｡

* * *

/ .



i一拍

総 じて､ 本 節 の 考 察 で 掲 げ た い くつ か の 串 例 を 整 理 す る と､ 初 級

社 の 経 営 内 容 と して､ (破 り合 え ず 別 業 を除 け ば )価 格 とT･)-r得 で 有

利 な もの か ら､ 野 菜 ･瓜 類 >食 粗 作 物 (小 変､ 大 豆 > 中耕 作 物 ) の

順 位 が 付 け られ る｡ 射 例 で み る限 り､ 野 菜 ･瓜 期 は販 売 条 件 の 点 で

･high-risk.111gh-reLurn" で あ っ た｡ 食 塩 作 物 の rrlで は､ 価 格 と

適 期 作 業 遂 行 の 面 の 両 方 を考 慮 して､ 小 安､ 大 豆 は "low-1isk･hi

gh-return"で あ り､ トウ モ ロ コ シ な どは "h⊥gh-risk,low~reLurn

･ で あ っ た｡ つ ま り､ 政 顕 的 に強 調 さ れ た 多 収 血 の 中 耕 作 物 = トウ

モ ロ コ シ な ど雑 穀 の 作 付 拡 大 とそ の 増 産 技 術 の 採 用 は､ 過 州 作 業 の

保 証 に難 点 が 示 され て い た こ と も あ っ て､ 社 員 の 所 得 増 大 の 前 提 で

あ る 初 級 杜 の 巌 業 収 入 の 増 大 に と っ て､ 決 して 現 実 的 で 有 利 で あ っ

た と は 考 え られ な い の で あ る｡

そ して､ こ の 点 に大 枠 で 規 定 さ れ て､ 社 員 ru]の 収 益 分 配 の 過 程 で､

番 組 部 分 の 控 除 の 問 題､ 労 働 組 約 の ru]腿 が､ 実 ･f践的 に は 社 員 に と っ

て は 切 実 な 問 題 と して発 生 して い た の で あ る｡

以 上 の 点 か ら､ 食 樋 増産 に よ る 所 得 増 大 の 限 界､ 特 に トウモ ロ コ

シ の 作 付 拡 大 を 強 調 す る 当 時 の 食 ‡虫増 産 政 熊 の 下 で は 技 術 的 に も 限

界 が あ る こ とが 明 らか に され た｡ そ して､ そ れ は 初 級 社 の 副 業 拡 大

や 商 品 的 性 格 の 強 い作 目選 択 と相 反 す る もの で あ っ た｡

r灯

第 2節 食 視 r7付 政 蹄 と農 家 の 食 耀 利 用 -1953年 -54年 -

は じめ に

国 家 に よ る食 樋 買 付 政 熊 は､ 一 方 で は食 掘 増 産 改 鋳 の 総 括 で あ り､

他 方 で は 前 車 で 考 察 した よ う に農 家 の 食 欄 消 洋 を コ ン トロ ー ル して

よ り多 くの ｢余 剰 食 視 ｣ (* )を 調 達 す る こ とで も あ っ た｡

*:こ こ で 言 う鈎 括 弧 を 付 け た ｢余 剰 食 鳩 ｣ とは 制度 的 概 念 で

あ り､ 次 節 で 説 llJ]す る よ う に収 楼 され た食 粗 か ら､ 農 業 税､ 農 家

家 族 の 翌 年 の 収 機 まで の飯 米､ 同 じ く家 商 の 飼 料 お よび 翌 年 捕 碓

さ れ る 和 子 を 控 除 した残 りの 部 分 を指 す｡

本 節 と次 節 で は､ EET家 の 食 粗 買 付 政 坪 の性 格 を 腿 家 の食 掘 消 費 ･

利 用 に及 ぼ した 影 響 の 側 面 か ら考 察 す る｡ た だ し､ この過 程 は 合 作

化 連 取 の 進 展 と も絡 み 合 って, 合 作 化 迎 glJJ同 様 に l■上 か ら" の 腿 家

動 員 の 過 棺 で も あ る｡ そ こで､ 食 樋 の 計 画日 付 ･計 画 配 給 制 度 (原

語 は ｢計 画 収 肌 計 画 供 応 ｣ だが､ ｢統 牌 紙 箱 ｣ の通 称 が 用 い られ

る こ とが 多 い ) が 開 始 した 1953年 か ら翌 54年 まで を本 節 で 考 察 し､

次 節 で は 1954年 の `̀食 指 不 足 " 問 題 の影 響 を 受 け つ つ 初 級 社 設 立 の

急 速 な 進 展 が 見 られ た 1955年 の 時 期 を対 象 に考 察 す る こ と とす る｡

A)食 規 販 売 動 員 の 実 験 例 一食 粒 買=寸要 員 の育 成 を通 じた非 強 制

的 動 員 -

1953年 か ら全 国 的 に食 梶 の 計 画 買 付 ･計 画 配 給 制 度 が採用 され た

が､ 熱 海 江 省 で は､ そ の 開 始 に 当 た っ て､ 特 定 の 地 域 で販 売 動 員 の

実 験 が 行 わ れ た｡

本 項 で は そ の 突 崩 地 とな っ た脂 江 県 の 状況 を考 察 す る｡

まず､ 実 験 の 総 指 か ら指 摘 され た食 掘 買 付 工 作 の ポ イ ン トか ら整

理 し よ う (註 6)｡

食 粗 計 画 ｡ 付 が 開 始 さ れ た 当初､ 黒 竜 江 省 で は 1953年 11月 中 旬 に

省 お よび 県 レベ ル で 食 粗 口 付 の 実 験 を実 施 した｡
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ま す､ 食 粗 fl付 工 作 の 成 功 の ポ イ ン トと さ れ た こ と は 一 言 で 言 え

ば ｢思 想 動 員 を よ くや り､ 農 民 に 対 して 退 城 卿 の 総 路 線 の 宣 伝 を 行

っ て､ 農 民 に 自 覚 を 持 た せ る こ と ｣ で あ っ た. そ して､ 宣 伝 す べ き

内 容 と して は､ 次 の 3点 が 挙 げ られ て い る｡ つ ま り･･-･･

第 1は､ (社 会 主 義 の ) ｢過 度 期 の 総 路 線 ｣ と互 助 合 作 化 の 方

向 を 宣 伝 し､ 農 民 の ｢社 会 主 義 社 会 に 対 す る 誤 解 ｣ を な くす こ と｡

そ の 際 に､ 決 して 社 会 主 義 路 線 を 通 俗 化 さ せ て 宣 伝 しな い こ と､

で あ る｡

第 2は､ ｢国 家 工 業 化 ｣ と儲 菜 の 関 係 を お よ び ｢労 戯 同 盟 ｣ に

関 す る 思 想 教 育 を 行 う こ と. そ して､ 工 業 発 展 と工 業 製 品 の JEt村

へ の 版 宛 の 利 点 を 宣 伝 す る｡

第 3は､ ｢余 剰 食 樋 ｣ の 対 国 家 販 売 の 意 籍 と関 迎 す る 政 蹄 を 宜

伝 す る こ と｡ そ して､ ｢投 機 商 人 ｣ に 版 元 す る よ り も 国 家 に 販 売

し た 方 が､ 価 格 が 安 定 し食 粗 供 給 に 有 利 で あ る こ と､ 国 家 買 付 は

口 樋 や 飼 料 を 買 付 け な い こ と､ 買 付 価 格 は､ 53年 に 引 き 上 げ る が

1年 間 は 変 動 しな い こ と､ を 併 せ て 説 明 す る こ と､

で あ る｡ 言 い 換 え れ ば､ 食 樋 の 買 付 け は 農 家 の 食 規 消 費 を 制 限 す

る も の で は な い し､ そ の 販 売 条 件 も有 利 で あ り､ 販 売 代 金 を も っ て

工 業 製 品 を 踊 入 す る こ と が で き､ な お か つ 工 業 化 に 貢 献 で き る と言

う 政 治 的実,b)77と予 告 的 に 実 利 誘 導 を 行 う こ とが 宣 伝 の 内 容 で あ っ

た｡

次 に､ 口 付 工 作 の 手 順 と そ こ で の 注 意 す べ き点 が 示 さ れ て い る｡

そ れ は 衷 10-2 に 整 理 した 通 りで あ る が､ そ の 手 順 に つ い て は 極

め て 慎 重 に用 意 周 到 に 行 わ れ る こ とが 強 調 さ れ た 点 が 特 徴 で あ る｡

っ ま り､ 第 1 に､ 村 単 位 で､ 村 全 体 の 状 況 か ら互 助 組､ 初 級 礼､

個 別 農 家 へ と順 次 下 っ て､ 食 粗 歩 哨 一 旗 家 の 食 粗 の 消 貨 ･保 有 状 況

-が 調 査 さ れ､ ま た そ の 意 味 は 示 さ れ て い な い が､ お そ ら く農 家 の

階 層 性 を 考 慮 す る意 味 で 富 裕 農 家 を 特 別 な 調 査 対 象 と して い る 点 で

我 lo-2 食碓Tl付工作の手Wl(1953年､脳江iE.ち)

Jy7

項目 方法 ポイン ト

①農村の食犠部欄を 日村の金橋酔情の概況調査

正確に把握する (党支部組織､党fl.凹只による)

2)互助組t 初級社の僅越性と､会場
生産状況の調査

3)各農家の食柏ll'r荷の把握

(横転分子を説得 して行 う)

4)砧裕農家の食柑部.rnの訓査

(如型調査法を探川 )

②党組織､ 互助組､ L)思想数百と説得を通じて､企槻只付 @村幹部､党貝､

初級社､横侮分子 の忠義を理解させる EtlJF1ー 互助組長

の思想軌貝 2)全村での宣伝拍動を展l川する . 労働模範､ 大王鞍

(上級派遇の工作貝が中心となる) に根を持つ稚侮分子が主な対象

④只付け数壷の碓定i 日互助組､ 農家の金権部伯の把握を 大衆の自発.的 中 .告

前提に､ 売り8度し数最を申告させる を動員する○

2)大衆への十分な思想教育が前提

3)横施分子の屑をIgくしてゆく

4)申告は大会で申告させすに､生産組

か農家単位で申告させる

5)売り波 し数量を上から下達せずに､

申告期間も一定幅を持たせる

6)申告数字を細かくチェックしない

(9只付けの実施 農民は ｢購入するために販売する｣か

ら､生描資材や生産貿村の供給を保証

讃料 : r拙論 一也祝砲江等旭男様試点工作的経験 ∴ 恩領江 日報 1953年 12月柑 ･
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あ る｡

第 2は､ 党 支 臥 党 員､ 団 員 な どの 党 組 織 上､ 上 級 機 関 へ の 服 従

を 兼 務 づ け られ て い る も の か ら､ 互 助 紬 組 長 や 労 働 模 範 お よ び 大 衆

か ら遊 離 して い な い (つ ま り､ 大 衆 の 信 望 の あ る ) ｢机 極 分 子 ｣ へ

と軌 員 部 隊 を 拡 充 し よ う と し た 点 で あ る｡

そ の 場 合 の 邸 前 の 宣 伝 内 容 は 上 記 の 3点 と 同 じだ っ た が､ 宣 伝 実

施 上 の 判 断 や 指 溝 権 は 上 級 (,Uiも) か ら派 遣 さ れ た 工 作 員 に あ っ たD

ま た､ 日 付 け 数 虫 の 確 定 は 実 際 の 口 付 け の rllで 応 も 肝 安 な 段 附 で

あ る が､ そ こ で は､ 徹 底 した 自 己 申 告､ つ ま り強 制 を 排 除 す る TL切

が ･強 調 さ れ た｡ つ ま り､ 大 衆 〟呈会 や 初 級 祉 Ltil立で Jr?ば か りの "自 発

的 " 申 告 を さ せ る の で は な く､ そ れ は ど う して も JEt家 相 互 fu]お よ び

指 導 部 分 か ちの 圧 力 が 働 くか ら と い う 理 由 で 禁 止 さ れ た｡ さ ら に 赦

免 の 下 達 や q=l岱 した 数 虫 の チ ェ ッ ク も 排 I玲 して､ 壬:壬の 自 己 LP告 を 実

現 す る た め 瓜 家 に心 理 的 余 裕 を 保 証 す る こ と ま で 配 慮 さ れ た の で あ

る｡

も ち ろ ん こ こ に示 され た の は あ くま で も糊 範 的 な 方 法 で あ る が､

そ の 範 囲 で は､ 初 級 社 の 社 員 で あ っ て も 個 別 農 家 レベ ル ま で 下 っ て

食 粗 邸 情 が 把 捉 さ れ る こ と に な る｡ つ ま り､ 初 級 礼 は 食 梶 売 り渡 し

の 単 位 と は さ れ て い な か っ た の で あ る｡

栄 栄 *
そ こ で 次 に､ こ の 記 事 で 総 括 さ れ た 以 上 の 点 の 前 提 とな っ た 実 際

の 実 験 状 況 に つ い て､ 絶 江 県 第 6区 同 興 村 の gi例 か ら考 察 し よ

う (註 7)｡

同 興 村 は､ 自 然 村 (屯 ) 9村 を 含 み､ 全 体 で 382戸､ 耕 地 が 1･900

haあ っ た｡ 1953年 の 食 耀 生 産 豆 は 379･05 Lで､ 1ha当 り収 虫 は 1･99

5kg (平 年 作 の 40%増 し ) で あ っ た｡ 計 画 fl付 の 1年 目 で あ る53年 の

金 槌 販 売 1-1は 120 L(販 売 率 31.7% ) で あ っ た と 言 う｡

同 村 で は 前 焚 料 に も あ っ た 通 り､ 粍 委 員 会 工 作 組 が 村 に 入 っ て 食

粒 口 付 実 塀 の 指 導 を 行 っ た｡

そ の 手 順 は､ 炎 10- 3 に 整 増!し た 通 りで あ る｡

我lo-3 愈掘れ付工作の手順 (脂江県 .同列村ー 1953年)

‖′7

項目 方法 ポイン ト

県工作組 に ①村党支部会誠をrXl催 し､ 工作計画 う上作組の代行主義を防止う十分な訓練を経た党員や幹部が､̀根俺分子候榊者に,rtJ.想教符を1-Jう
よる指誰iIi r策定と､党員への思想教再実施②党支部が人民代表会議を開催 しt工作計画の報告 と大衆動員方法を･討論する③大衆に影響力のある積極分子養成

村内食椎 ①相克支部会誠､ 人民代表大会で､ lI

事情の把握II 全村の企機生産 .消靴 .余剰状況.を討吉虎する○②村幹部による ｢兆型調査｣の実施③互助純の生産実紙の絶括④械悔分子 (79人)で各農家の金柑iBt.隅を調査 (1人当り3-4戸)⑤余剰金樋の多い農家を把握する

政策宣伝iI ①大会動員:屯単位の大会を閲催 し 宣伝内容 :① ｢過嘘luの捻鞄

工作組も参加する 線 ｣､②食権買付政策の意

②互助組を単位に宣伝 .動員する 義､③員付価格の合理性､

③個別動員 :積儀分子が親 しい農家 ④現金支払と､農家が要求

.を対象に宣伝する する商品の供給を保証する

販売数居の ①一般には､互助組を単位に行う う大雅大会や火規撰な自己中

自己申告 ② ます､座談会を開催 し､思想動●貝を行 う 告大会の開催を回避するII
lI( ③械梅分子に率先 して申告させる④富裕農家への思想教育を行 う⑤申告泉が事前調査 と異なる場合は個別的に説得する. 一

只付工作 ①互助組 と初級社の組織改潜を行 う

の実施 ! ②食棟版売収入の生産投班人の動貝

賃料;･｢中共細江県委員合 鴨江同那 寸動只農民売余糠的経験｣･崩屯江日掛 9

53年 12月4日. ■
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ま す､ 工 作 組 は 村 内 の 食 視 軸情 (生 産 ･獅乃 ･ ｢余 剰 ｣ 状 況 ) の

把 捉 に探 して､ - 迎 の 食 槻 f7付 工 作 の rll心 と な る 部 分 と そ の 軌 貝 休

制 を 村 内 に 碓 竜 す る こ と か ら開 始 した｡ そ の 動 員 対 象 は､ 党 員､ 幹

部 お よ び ｢税 幡 分 子 ｣ で あ る が､ 軌ilJ方 法 は まず 党 支 部 単 位 で の 党

員 の gf))負 - 人 民 代 表 会 言歳を 通 じた 幹 部 の gr)Jf-1→ La後 に ｢椛 極 分 子 ｣

の 独 得 と動 員 と い う 手 順 で 行 わ れ た｡

こ の 手 順 が 採 用 さ れ た の は､ す べ て を 工 作 組 が 抱 え 込 む ｢代 行 主

義 ｣ を 防 止 し､ 党 員 や 幹 部 を 自律 的 に 行 軌 で き る よ う に す る た め で

あ っ た｡

こ こ で､ ｢抑 悼 分 子 ｣ は 村 内 の 1況存 の 指 婦 的 部 分 と迫 っ て､ こ の

時 に 新 た に 軌 貝 さ れ ま た 屈 も 一 般 の 戯 家 に近 い存 在 で あ る か ら､ こ

の ｢机 低 分 子 ｣ の 軌 貝 の 経 綿 に つ い て 詳 し く考 無 しよ う｡

｢机 極 分 子 ｣ と して 独 得 す る対 象 は ｢人 鎌 に彫 背 ノJの あ る も の ｣

と さ れ た が､ 具 体 的 に は -

第 1 に､ 政 肘 の ス ロ ー ガ ン に 紙 幅 的 に 呼 応 して､ 率 先 して 食 和

を 版 元 す る も の､

第 2 に､ 大 衆 の 中 で 威 信 が あ り､ 影 響 力 の あ る も の､

第 3に､ 特 定 の 互 助 組 や 農 家 を 軌 貝 で き る､ 進 歩 的 な 互 助 組 長

や 家 長､

第 4 に､ 威 イ言の あ る 老 人､

な ど を r税 極 分 子 ｣ と して 選 出 す る と さ れ た｡ 彼 ら ｢税 極 分 子 ｣

の 候 補 者 は 幹 部 か ら思 想 教 育 を 受 け る の で あ る が､ そ れ は 座 談 形 式

で 十 分 な 時 間 を 割 い て､ ｢食 粒 販 売 が 栄 誉 で あ り､ 愛 国 的 で あ り､

大 衆 か ら反 発 を 受 け る も の で な い こ と を 自覚 す る よ う に な る ま で 徹

底 して 行 う ｣ と され た｡

そ して､ 数 年 を経 た ｢机 極 分 子 ｣ に は 他 力 相 応 の 任 務 と 自主 的 な

判 断 を 任 せ る よ う に し た｡ 例 え ば ｢独 立 して 家 長 に な っ た も の と ま

だ 独 立 して い な い も の で は 能 力 が 追 う ｣ の で､ ｢机 幡 分 子 に対 して

flI

は 絶 えず 救 市､ 奨 lu)))を行 い､ 彼 ら に- 漣 の 決 正 純 を 与 え て､ 彼 らの

白 L.]や .73t.枕 が 低 Fしな い よ う にす る ｣ こ とが ui思 され た｡

こ の よ う に ｢111極 分 子 ｣ の 養 成 と､ 彼 らが 軌 摺 せ ず に 臼 ら 白Tf的

に行 動 で き る よ う に 訓 練 す る こ と は､ 以 下 に 考 察 す る 異 体 的 プ ロ セ

ス の rPで 生 じ る 問 雌 点 を 貞 服 す る 上 で 非 1汀に 屯 実 な fu7.味 を 持 つ こ と

に な る｡

村 内 の 食 tLi'L郎情 の 調 査 は ま ず 党 支 部 や 人 民 代 表 大 会 を通 じて 行 わ

れ た が､ そ れ は､ 幹 部 や r相 極 分 子 ｣ が f7付 工 作 を進 め る こ と に 客

観 的 基 礎 を 与 え る こ とで あ っ た｡ 例 え ば､ ｢あ る幹 部 は 単 収 3.5- 4

石 (当 地 で は 0.1石 =35kg一菅 沼 ) と考 え て い て､ 食 指 只 付 が 難 しい

と 自信 を 失 い か け て い た が､ 典 型 調査 を 通 じて 実 際 の ili収 4.7石 で あ

る こ とが 分 か っ た｡ そ の た め､ 金 柑搬 苑 工 作 の 白伯 が で き た ｣ と い

う｡

次 に互 助 組 の 生 産 英 紙 の 調 査 を行 う意 識 は､ 節 1に､ 口 付 工 作 を

進 め る 側 に と っ て ｢村 全 体 の 生 産 状 況 の 調 査 の 際 の 基 準 ｣ を flJI椎 に

す る 点 に あ り､ 第 2に ｢農 民 の 意 欲 を刺 激 して 自分 の 食 柁 事 情 を 自

己 申 告 さ せ る こ とが で き る よ う に な る ｣ と い う点 に あ っ た｡

ま た､ 各 農 家 の 食 税 中 桁 の 調 査 は ｢横 棒 分 子 ｣ に敷 戸 の 農 家 を 分

担 さ せ て 行 う こ と と さ れ た｡ これ は､ ｢梯 極 分 子 ｣の Bl家 の 間 で の

…威 イ言" に 依 拠 して､ 個 別 的 に ｢余 剰 食 耀 ｣ の 数 虫 を 聞 き 出 す こ と

を 意 味 して い る｡

しか し､ ｢杓 極 分 子 ｣ の 農 村 に お け る地 位 を利 用 した食 掘 事 情 の

調 査 は､ 確 か に 口 付 工 作 に参 加 した幹 部 や ｢好日垂分 子 ｣ に 口 付 工 作

の 確 実 な 根 拠 を 白須L･させ る格 好 の 機 会 を 与 え た が､ 他 方 で 彼 らは､

股 家 か らの は 抗 に退 辿 す る こ と に な っ た｡

そ の 第 1は､ 田 裕 JEt家 に は､ 食 相 が あ る の に売 りた が らず 貯 め

込 み た い と考 た り､ 一 郎 に は 貯 め て お いて 他 腿 家 へ の 貸 し付 け や

投 機 販 売 に 揃 え て い る と い う傾 向 が あ っ た｡
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節 2 に､ ｢中 戊 ｣の 中 に は 税 金 が 必 撃=こな っ た ら販 売 した い が､

今 は 税 金 が 必 質 で な い の で 売 らな い とか､ 一 部 で は 今 光 っ て も後

に 価 格 が 上 が る可 能 性 を考 慮 して 売 らな か っ た り､ さ ら に端 境 州

に 十 分 な 食 鳩 を残 す た め に販 売 しな い と い う傾 向 が あ っ た｡

第 3は､ 貧 困 段 家 に は､ 今 売 っ て も翌 年 の 秋 に な っ て 不 作 だ と

飯 米 が 不 足 して し ま う の で 売 り た が ちな い とか･ 村 の 全 段 家 が 販

売 して しま う と 自分 が 不 足 に な っ た 時 に飯 米 を ロ い に い く出 家 が

な くな っ て し ま う こ と を心 配 す る傾 向 が あ っ た｡

も ち ろ ん ｢一 年 中 十 分 な 食 相 の あ る 瓜 民 は 軌 貝 して も しな くて も

販 売 す る ｣の で あ るが､ 帽 層 差 は あ っ て も腿 家 に共 通 す る食 税 の 消

費 お よ び 販 売 に対 す る考 慮 か ら､ 国 家 へ の 売 り場 Lを 忌 避 す る 傾 向

が 存 在 して い た の で あ る｡

こ の よ う な､ 脇 家 の 反 応 を フ ィ ー ドバ ッ ク す る こ と に よ っ て 引 き

続 い て 政 拓 の 宣 伝 内 容 や そ の 方 法 が 検 討 され たo

ま す､ 買=寸価 格 に つ い て は 1953年 に は 平 均 13･9% 引 き上 げ る こ と

と､ 1年 間 は 不 変 で あ る こ と が 宣 伝 さ れ た｡ つ ま り､ 食 指 の 価 格 は

翌 年 の 収 横 ま で 変 わ らな い の で あ る か ら､ "値 上 げ を 待 っ て " 販 売

す る な ど とい う こ と は そ も そ も無 意 味 で あ り､ 直 ち に売 っ て も損 亡こ

な らな い こ と を 農家 (特 に富 裕 農 家 や ｢中 腰 ｣ ) に分 か らせ る こ と

が 目指 さ れ た の で あ る｡

次 に､ ｢中 農 ｣の 言 質 に よ る ｢今 は 現 金 が 必 要 で な い の で 売 らな

い ｣ と い う点 に つ い て は､ 価 格 が 不 変 で あ る こ と を前 提 に･ 規 金 が

欲 し けれ ば 現 金 で､ 何 か を購 入 した け れ ば そ れ を確 実 に供 給 す る こ

とが 宣 伝 され た｡

こ の 宣 伝 内 容 は 表 にみ る よ う に政 治 的 な も の ば か りで な く､ 農 家

の 経 滴 的 利 書 に 直 接 訴 え か け る点 も盛 り込 ま れ て い たo

とは 言 え､ 実 際 の 政 蹄 宣 伝 の 方 法 や 販 売 数 鬼 の 自 己 申 告 の 過 程 で

は､ や は り戯 家 の 抵 抗 に過 っ た ら し く ｢教 育 ｣や ｢説 得 ｣ に名 を 借

りた か な り･強 圧 的 な 軌 員 が 行 わ れ た よ う で あ る｡ そ れ に関 わ る 点 を

fTj/i

指 摘 しよ う｡

ま ず､ 政 蹄 宜 伝 の 方 法 と して は 屯を単 位 とす る 大 東 大 会 を 開 催 し､

個 々 の 農 家 を 教 育 す る方 法 も採 用 され た｡ こ の 大 衆 大 会 方 式 に つ い

て は､ 前 の 漬 料 で も批 判 的 に扱 わ れ た よ う に､ こ こで も rこの 方 法

は で き る 限 り減 らさ な けれ ば､ む や み と腿家 ru]の 関 係 を感 化 させ か

ね な い ｣ と総 指 され て お り､ 大 会 の場 で 食 視 の 売 り場 Lを i,qる 農 家

に か な り圧 力 が か け られ た こ とを想 像 させ る の で あ る｡

ま た､ 政 雄 宣 伝 や 販 売 数 虫 の 申告 につ いて は､ 基 本 的 に互 助 組 を

単 位 に行 う こ と と さ れ､ こ こ には 初 級 社 は 含 まれ な い が､ 互 助 組 が

個 別 旗 家 を準 揺 す る一 つ の経 路 と して 虫 祝 され て い た こ とを伺 わ せ

る｡

さ らに､ こ れ らの 娘 団 的 動 員 方 式 を通 じて 各 段 家 に圧 力 を か け る

ば か りで な く､ ｢拙 極 分 子 ｣ に よ る ｢親 しいJEl家 ｣ に対 す る個 別 的

宣 伝､ 版 売 血 の 自 己 申告 過 相 にお け る座 談会 終 7後 の ｢相 互 啓 発 ｣

の 提 L臥 同 じ く ｢TLT裕 戯 家 ｣へ の ｢教 育 ｣､ 調 査 結 児 と邦 な る 申 告

を した 良 家 へ の 個 別 的 r教 育 ｣の よ う に､ 徹 底 して 個 人 を追 及 す る

方 法 も併 用 さ れ た｡

総 じて､ 県 委 員 会 工 作 組 の 指 導 下 で行 わ れ た食 掘 削 寸の 実験 は､

村 党 支 部 や 幹 部 お よ び ｢械 極 分 子 ｣の動 員 に は効 果 が あ っ た も の と

思 わ れ る が､ 他 方 で 各 農 家 に対 す る宣 伝 や 自 己 申 告 の 促 進 は､ 央 Bl

的 動 員 と個 別 的 動 員 の 方 法 を使 い 分 けて 圧 力 を か け る以外 の 有 効 な

方 法 を兄 い だ す に は 至 っ て い な か っ たの で あ るC

前 の 資 料 で､ この 同 興 村 の 実 験 の結 果 は･ 工 作 組 が村 に入 っ て か

らの - 迎 の 段 階 を迫 っ た 買 付 工 作 の推 進 過 程 と ｢相 棒 分 子 ｣ に よ る

個 別 農 家 の 軌 貝 方 法 につ いて の積 極 的 評 価 と､ 娘 団的 な動 員 方 式 や

申 告 赦免 の 徹 底 した チ ェ ､ソク につ いて の 批 判 的総 括 と して 反 映 さ れ

て い る｡

言 い換 えれ ば 1953年 の 食 粗 買=寸政蹄 の 方針 は､ この よ う な実 験 部

例 の 一 部 を教 訓 と して改 み 取 り､ 節 1に､ 村 の党 貝 ･幹 部 や 先 進 的

な 農 家 を食 塊 ロ イ寸工 作 に 習熱 させ る こ と､ 第 2に･ 個 別 農 家 まで 下
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っ て 食 粗 邸 偶 を 調 査 す る こ と､ 第 3に､ 強 制 的 軌ijを 極 力 排 除 す る

こ と､ の 3点 に特 徴 づ け られ るの で あ る｡

だ が､ この 方 針 を 実 際 の 過 程 で ロ 徹 さ せ る た め に は､ こ の gI例 で

示 し た よ う な 戯 家 の 食 7品日 付 に対 す る抵 抗 を､ 克 服 せ ね ば な らな い

の は 当然 で あ る｡ そ こで, 次 に農 家 の 抵 抗 が どの よ う な性 格 の も の

で あ っ た か を 検 討 す る｡

B )食 独 口 付 政 坪 と農 家 の 食 耀 消 炎 .利 用 の 対 抗

前 項 で 紹 介 した 同 興 村 の 番 例 で は､ 笛裕 農 家 と貧 困 戯 家 の 食 槻 口

付 け に対 して jnlな っ た抵 抗 を示 した こ と に触 れ た｡ こ の 点 につ い て､

本 項 で は さ ら に 白城 県 と綜 化 県 の 二 つ の 邸 例 を付 け加 え て 表 10-4

を 中 心 に 検 討 す る (註 8 )0

ま ず､ 白城 県 と綜 化 県 の 事 例 の 概 況 を 整 理 して お こ うC

白城 鼎 弟 10区 槻 下 村 で は､ 土 地 改 革 直 後 の 時 点 で の 耕 地両肌
は 447haで､ 年 収 は 2.24石､ 村 全 体 の 食 相 生 産 屋 は 1,000石 で あ っ た｡

そ れ が､ 1953年 には 桝 地 面 税 は 587haに増 え て お り､ 単 収 も 4･99石 (

1石 =570斤 ) で､ 総 生 産 星 は 2,929.13石 と な っ た｡ 53年 の 最 終 的 な

食 規 販 売 鼠 は 1,550石 (販 売 額 41,000万 元 一旧 人 民 幣 ) で､ 販 売 率 は

52% で あ っ た｡

綜 化 県 の 興 利 村 の 資 料 は､ 同 村 で販 売 拒 否 を した富 裕 農 家 13戸 に

っ い て の もの で あ る た め 村 の 状 況 は不 明 で あ る｡ た だ､ 13戸 の 宵 裕

農 家 は､ 当初 合 計 7,500kgの 食 樋 を 売 り渡 し､ そ れ 以 上 の 販 売 を 拒 否

して い た｡ 調 査 に よ る と､ こ れ らの 良 家 は そ の 時 点 で も合 計 10 tの

｢余 剰 金 視 ｣ が あ り､ 最 も多 い 農 家 で 1,500kg､ 少 な くて も 500kgで

あ っ た と い う｡

* * *
そ こで､ 再 び表 10-4に戻 り､ 慮 家 の 販 売 拒 否 理 由 を考 察 す る と､

次 の よ う な 特 徴 が 指 摘 で き よ う｡

農 家 に は､ 収 械 した食 規 の 消 資 と処 分 を巡 って 明 か な 階 層 差 が あ

り､ そ れ は､ 7㍍ 'Bq,農､ ｢中 農 ｣､ 貧 困 段 家 (小 論 で 析 出 した ｢底

表10-4 食棚口付政策に対する農家の旭JiE

j151

地名 農家の慣習 食樋買付への不安

①白城県 日梅年 7月まで前年産の食梢を少 し 日放に金柑を全部売り波 して

綿下村 ずつ順売 していた. もー別金の使い道が無い.

2)乱捗農虜 :以降価格が高蛸 したら 2)払酪農義 :一度に沢山売つ

販売 したい｡ Z たら､丑かなことがバ レる｡3)老)､_牡稚;端鳩期の飯米がなくなってしまう〇日農家鬼人:小額の現金が必t#な暗に､版売する食糊がなくなる.

②綜化児 *鼠鮫虚底 (13戸 )の販売拒否理由 1)国家の物Yt供給政策に不安

興利付J 日生油に余裕があり､食穏揃譜は貯 を持つ○
金より確実.機会があればflL付 2)政策に不安を持ち､豊かさ

けできる (6戸 )｡21価格の苗い食樋をー安い雑穀に交換 したい.個人商人に版売したい(4戸)○ が花里するのを心配する｡

(包参考 : 日放嵐農鹿 :一部を残 して､ 他の農 日壬も阻農家:端境期の飯米不

氾江県 家への泣付､市場販売用に備える 足を心配するo古格農家も

同興村 2)_〔_qJ_農 ｣ :現金が必要になったら 販売 したら､不足した時に

販売を考える｡端境期に十分な飯 金権をLElttりる相手がいなく

註さ老中の地名の前の番号は､同衣ft料番号に対応する｡

資料 :① ｢(姻鎚在於教育農民一白城規下村動員農 民売削 り経験 ｣･果竜江日報

1953年 12月6日.

!② ｢綜化興利付動員富裕農民売機的経験｣･鼎穂江El掛 95岬 l月 16E].

l③ r中共脂江県委員会 1砲江同興村動員農民売余機的経験｣･黒部 工El報

1953年 12月4日. I
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辺世相 Jを含 む ) に 分 か れ る｡

富 裕 農 家 は 一 般 に､ 年 間 の 必 要 と さ れ る 自家 川 飯 米 は 十 分 に あ り､

な お 余 りが あ り､ 貧 困 農 家 は､ 端 境 期 の 飯 米 碓 保 が 虫 安 な 課 題 と な

っ て い る よ う な 農 家 で あ り､ ｢中 農 ｣ は 両 者 の 中 間 に あ り (的 江 県

の 事 例 )､ 飯 米 確 保 と同 時 に 販 売 も多 少 は 考 慮 す る余 裕 の あ る 戯 家

で あ る｡

富 裕 良 家 を 中 心 とす る､ 食 椀 の 余 剰 部 分 の 処 分 方 法 の 特 徴 は､ 罪

1 に､ 収 樺 直 後 は す べ て 販 売 す る こ とな く貯 成 し､ 状 況 を 見 て 版 元､

貸 し付 け に迎 川 す る 点 で あ り､ 第 2に､ 食 糊 の 販 売 は 現 金 が 必 質 に

な っ た時 点 で 販 売 す る場 合 と市 場 の 価 格 が 同 順 す る の を待 っ て 販 売

す る場 合 とが あ る点 で あ る｡ 食 櫨 の 販 売 の 軌 也 と して､ 市 場 価 格 の

商 牌 を待 つ の は､ 富 裕 農 家 に特 徴 的 に現 れ､ 税 金 支 出 の 必 要 を感 じi

て 販 売 す る の は､ どち らか と言 え ば ｢中 腰 ｣ の 特 徴 で あ る｡

宵 裕 中 農 が 版 元 を 拒 否 す る 理 由 の 巾 に あ る､ ｢皇空か で あ る こ とが

露 呈 す る ｣ こ とへ の 不 安 は､ 完 全 に互 助 合 作 化 が 本 格 化 し始 め 会 規

の 計 画 日 付 が 始 ま っ た 当 時 の 政 治 状 況 の 反 映 で あ る と考 え られ る｡

つ ま り､ "豊 か " で あ る こ と は政 治 的 に マ イ ナ ス で あ り､ 一 度 そ の

様 に 認 知 さ れ て しま う と翌 年 以 降 の 会 場 買 付 の 際 に も､ 真 っ先 に 動

員 対 象 に な る 可 能 性 を も た らす か らで あ る｡

貴 困 農 家 は､ 資 料 の 限 りで は版 元 を 考 慮 す る余 裕 は な く､ む しろ

収 穫 した 食 樋 で 出 来 る限 り食 いつ な ぎ､ 不 足 した ら富 裕 農 家 な どか

ら借 り入 れ て 端 境 期 を乗 り切 る生 酒 を して い た の で あ る｡

要 約 す れ ば､ 農 家 の 食 耀 処 分 の 性 格 は､富 裕 農 家 に お い て は 市 場

販 売 型 で あ り､ 貧 困 農 家 は 飯 米 確 保 型 で あ り､ ｢中 農 J は 飯 米 確 保

プ ラ ス商 品 が挿入 の た め の 販 売 と言 う第 3の型 に分 類 で き よ う｡

従 っ て､ 国 家 に よ る金 柑 f7付 も､ 以 上 の よ う な 三 つ の タ イ プ の 戊

家 が 混 在 して い る農 村 を対 象 にITR閲 さ れ る こ とか ら特 徴 づ け る こ と

が 出 来 る｡

つ ま り､ 食 掘 日 付 は､ 以 降 1年 間 で 必 賓 と され る地 米 を (恐 ら く

飼 料 も ) 留 保 す る こ とは 認 め る も の の､ それ 以 上 の 部 分 は 収 捜 直 後

5T')

に一 気 に全 血 fl付 け る もの で あ っ た｡

で き る だ け 多 くの 飯 米 貯 蔵 を必 要 とす る貧 困 段 家 に とっ て 収 碩 直

後 で 判 断 さ れ る年 間 の 必 要飯 米 且 以 外 を只 付 け られ る こ とは､ 生 活

の 不 確 定 要 因 を増 大 させ る こ とを 意 味 して い た｡

富 裕 中 農 や r中 農 ｣ につ い て は､ 彼 らの販 売 と貸 付 の 元 手 とな る

貯 蔵 食 樋 を一 気 に吐 き出 させ､ 国 家 に よ る食 組 販 売 の 一 元 的 管 理 を

強 化 す る こ と を 意 味 して い た｡ そ れ は､ 市場 価 格 の 変 則 (収 楼 直 後

には 低 下 し､ 端 境 州 に高 騰 す る ) を防 (･こ とで も あ っ た｡

しか し､ い わ ゆ る r投 機 的 順 売 ｣や 貸 し付 け が､ 市 場 の 混 乱 や 描

り手 の 経 済 的 負 担 を重 くす る弊 害 は持 っ て い た と して も､ 焚 料 に見

る よ う に缶椅良家 の 食 相 をす べ て 買付 け て しま う こ とは､ 貧 困 腿 家

が 飯 米 が 不 足 した場 合 に､ 唯 一細 れ るの は余 剰 食 税 を保 有 す る宵 裕

農 家 な の で あ り､ 戯 村 内 郡 に お け る物 月 単 位 で の 食 糊 の過 不 足 調 整

と言 う機 他 ま で も奪 って しま う こ とで も あ っ たの で あ る｡

言 い換 え れ ば､ 国 家 に よ る食 粗 の計 画 rl付 政 坪 は 戯 家 の 食 粗 消 アサ

･処 分 の 仰 行 を根 本 か ら改 編 しよ う とす る も の で あ っ た こ とは 間 追

い無 い よ う で あ る｡

* * *
こ の 点 につ い て､ 一 つ の 事 例 を紹 介 して お こ う｡ 次 に紹 介 す る の

は､ 拝 見 県 第 13区 豊 産 村 に30年 間 在 住 して い た農 家 李 永 財 の

事 例 で あ るが､ Igi例 そ の もの には食 粗 日 付 の 間雌 は直 接扱 わ れ な い

が､ これ は 食 槻 口 付 け を推 進 す る ため に農 家 に食 硯 を 節約 す る よ う

に呼 び か け る 目的 で 掲 載 され た記 事 で あ る｡ この 記 事 の 内 容 を要 約

す る と､ 食 耀 利 用 の 旧 い 習慣 を変 えて､ Fj約 し･ 多 く販 売 して､ そ

の 収 入 を 生 産 に投 資 した 農 家 を模 範 と して推 奨 す る もの で あ っ た (

註 9)｡

李 は 1952年 時 点 で､ 桝 地 面 税 5haで 馬 2頭 を所 有 して い た｡

1952年 の 彼 の 食 樋 の利 用 状 況 につ い て は､ 収 雌 作 業 の関 越 点 か ら

指 摘 され た｡ つ ま り､ 李 は収 機 作 業 の 馴 こ手 抜 き を して荷 車 に ア ン

ヘ ラ を敷 かす に穀 物 を搬 出 して､ 穀物 を こぼ して しま っ た り､ 脱 穀

-
-
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塊 で は 馬 に 口 か せ を せ ず､ 飼 粟 の 不 足 を補 う た め に穀 物 を 喰 わ せ､

合 計 で 4石 余 りを 浪 対 して し ま っ た こ とが 指 摘 さ れ て い る (盤皿 二

旦 参 照 )｡

実 際 の 収 穫 虫 30石 の 処 分 状 況 は 同 義 の 通 りで あ るが､ こ の よ う な

浪 貨 の た め に､ 食 粗 は 翌 53年 の 収 碓 州 ま で よ うや く食 いつ な ぐ控 で

あ っ た と言 う｡

そ こで､ 1953年 の 収 穫 作 業 期 に は 落 穂 拾 い を丁 寧 に行 い､ 迎 鮎 に

は ア ンベ ラ を 敷 き､ 馬 に は ロ か せ を した｡ ま た､ 畜 産 に穀 物 を 使 川

せ ず､ 作 物 の 茎 酢､ 穀 物 の 脱 穀 ガ ラ を 利 用 して 臥 軌 豚 を飼 育 し

て 食 樋 を W,約 し た｡ そ の た め 14石 が 余 剰 とな りこ れ を 国 家 に販 売 し

て､ そ の 販 売 収 入 で 生 産 に投 資 を 行 っ た の で あ る｡

こ こで は､ 食 相 の 計 画 買 付 が 始 ま っ た 1953年 に な っ て､ 李 の 食 粗

の 収 樺 と処 分 に つ い て 二 つ の 変 化 が 確 認 で き る｡ 第 1は､ 彼 の 経 営

の 中 で､ 食 椀 の 脱 出 と消 # を 大 幅 に削 減 した こ とで あ る｡ そ の 最 た

る も の は､ 穀 均 を家 畜 の 飼 料 と して 利 用 しな か っ た こ とで あ る｡ こ

の 意 味 を 食 柁 販 売 との 関 係 で 検 討 しよ う｡

両 年 の 浪 焚 分 を控 除 した収 碓 丑 に対 す る金線 販 売 率 を 見 る と52年

は 13% で あ っ た が､ 53年 に は 38% へ と3･5倍 にな っ て い る｡ 他 方 で､

収 棲 息 の 増 加 率 は 23% で あ る か ら､ も し飼 料 の 節 約 が な け れ ば 李 本

人 と家 族 の 飯 米 消 貨 も圧 迫 さ れ る こ と に な る｡ そ の 意 味 で･ 販 売 の

急 増 は､ 農 家 が 収 接 した 食 視 か ら家 畜 を 飼 育 す る従 来 の 習 慣 が 大 き

く変 化 した こ と にな る の で あ る｡

第 2は､ 食 樋 の 販 売 盈 収 入 の 用 途 が 衣 服 の 踊 人 や 小 追 い銭 を 得 る

た め で な く､ 大 部 分 が 荷 車､ 馬 な どの 生 産 投 資 に 向 け られ た こ とで

あ る｡ これ は､ 1952年 の 状 況 か ら ｢中 段 ｣ に相 当 す る と思 わ れ る 李

の 食 柁 処 分 の 方 法 が 大 き く代 わ っ た こ と を示 して い る (塞 lo-4 参

照 )｡

こ の 串 例 は 前 に考 察 した事 例 と比 較 す る と､ 非 僻 に特 殊 で あ る こ

とは 一 目聯 然 で あ る し､ ま た この よ う な 模 範 新 例 の提 唱 が ど こ ま で

実 際 に徹 底 さ れ た の か が 不 明 で あ る｡ しか し､ 食 粗 の 計 画 ロ イ1け の

衣 川-5 引弼rrl付前後の農家の金柑･iIll朗 ･処分の変化

(持崩頻 荊13区 豊産村 李永財)

J37

年次 収横柄の状況 収棲息 会場処分状況 生産投讃

952年 日石収横可能 30石 (9農業税 8 石 *荷車細入

う4石を油汗 @馬飼料 4,2石③養豚 .益雄飼料 4 石④衣FIR月待人､小iZi 4 石いのため版売⑤飯米自給分 9.8石*飯米不足侶入れ 1 石 計画の放垂

賃料 : ｢改変旧習ift節約機会,拡大明年生産｣,,'濃化江日報1953年Ⅰ2月2口･
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実 施 と共 に､ 膜 家 の 食 規 制 川 状 況 を 大 き く変 え る 指 弟 が 行 わ れ た こ

と は 碓 諾 して お き た い｡

C )初 級 社 に お け る食 掘 増 産 と買 付 且 の 増 大 -社 員 現 物 留 保 の 消

費 .利 用 統 制 強 化 -

最 後 に､ 当 時 実 験 段 階 に お い て 設 立 さ れ た 初 級 社 で 行 わ れ た 食 描

増 産 と食 粗 口 付 け の 関 係 を 考 察 し併 せ て 本 節 の ま とめ を行 う｡

こ こ で は､ 中 共 熊 萄 江 省 委 員 会 が 食 槻 増 産 を 達 成 して 社 員 の 増 収

を 実 現 し た棋 範 Igi例 と して 紹 介 し た 白 城 リ.Tt 第 16区 東 井 村 の 範 海

浦 初 級 祉 を 餌 例 と して 扱 う (註 lo)｡

範 油滴 初 級 社 の 食 掘 生 産 ･販 売 状 況 は 炎 10- 6 に示 した 通 りで あ

る｡ 同 初 級 礼 は､ 1952年 ま で の 3つ の 通 年 性 互 助 組 を 統 合 して､ 19

53年 の 春 季 に 設 立 さ れ た｡ 初 級 杜 で は､ 新 式 の 電 力 牽 引 戯 具 を 1セ

ッ ト番 人 し (そ の 順 入 資 金 な どの 来 源 は 不 明 )､ ま た､ 描椎前 に は

桝 起､ 厩 肥 投 入､ 種 子 選 別 を 行 い､ 粟､ コ ウ リャ ン､ トウ モ ロ コ シ

の 播 種 作 業 は､ 間 隔 を 空 け て 蒔 く ｢寛捕 J な ど を 行 い､ 夏 季 作 業 で

は 申 耕 機 を 利 用 して､ 中 耕 ･除 草 を 2-3回 行 っ た｡ こ の よ う な､

増 産 技 術 の 実 践 に よ っ て 食 粗 の 増 産 を 達 成 し た と 言 わ れ る (姦 10一

旦且ユ参照 )｡

そ の 増 産 と販 売 の 増 加 状 況 お よ び 食 指 販 売 代 金 の 支 出 状 況 を 1952

年 と併 せ て 同 義 に示 した が､ そ こ で ま す 確 認 さ れ る の は､ 収 丑 の 増

加 率 に 比 較 して 販 売 畳 の 増 加 率 と食 欄 の 版 元 率 が 著 し く伸 び て い る

こ と で あ る｡ つ ま り､ 収 量 の 増 加 率 は 61% で あ る が 販 売 丑 の 増 加 率

は 232% で あ る｡ そ して､ 販 売 率 も 52年 の 25･7% か ら､ 53年 に は 52･

2%へ と大 幅 に 伸 び て い る｡ ま さ に､ 増 産 部 分 の 96% が 販 売 され て い

る の で あ る｡

そ して､ 販 売 収 入 の 支 出 内 容 も､ こ れ は 主 と して 社 員 が 個 人 で 順

入 した も の で あ る が､ 1952年 に は 衣 料 坪 に含 ま れ る も の だ け で あ っ

た の が 53年 に は そ の 他 に 家 畜 の 欄 人 が 進 ん で い る｡

範海 浦 初 級 社 で は､ 食 樋 の 他 に ジ ャ ガ イ モ や 工 芸 作 物 を 生 産 して

凄10-6 初級社における金権の生産 ･版元および祉flの所得状況

(白城県 芦別6区 史昇村 縦軸.清初級祉 )
a)範海浦初級社の食権生産 ･版売状況

ri/

年次 組織概況 生産状況 生産居 販売状況 販売収入JjdD支出状況

952年 通年性互助 693.8石 176 石 綿布1928尺

組;3組 販売率25.7% 綿花182斤

953年 初級社 馬27醜 1,IM 石 583.52石 綿布3661尺戸数23戸 新式農具 1セ1ト 単収6.96石 版売率52.2%

男子27-5人 ウチ中耕機 5台 (12月中旬 ) 綿花3001†
女子26 人 大型荷車 5台 寝具38枚

党員4名 耕地面積172伯 馬20所

bJ初級祉祉只の所得 ･家計状況

農家概況 1952年の所得 1953年の所得 1953年現金支出状

員娼農家 収丑33,6石 所得43.68石 馬2頭､牛 1頭

王永江 所得 -5石 版売33.06石 綿神､衣月臥

(販売率75.7%) 毛皮帽子

病弱独身農家白全山 所得日石販売8.9石(販売率80.9%) 馬 1亘貞(予定)

普通中等農家 収出19.38石 JViは25.08石 牛 2頭､綿布､

史殿鳳耕地G,3由馬1税 Ji7Jfは 5.47石 販売l6.8石(販売率67%) 綿花､衣服

富裕農家 所得105.44石 馬 1税､牛3亘臥

況

PE料:｢中共,
EAl砲江省委員会打稚瓜多,
祉貝収入瓜多一介紹白城県央昇村範海

.
清農業生産合作祉｣,
熱海江日報1954年1月8日･
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お り､ そ の 収 入 は 食 柚 に換許 す る と77.3石 とな り他 に F..;lJ実 収 入 847JJ一

元 が あ っ た｡ そ して､ 初 級 杜 の 収 瓜 分 配 で は､ JI3業 税､ r燭Iu ｣､

｢地 組 ｣ な ど と翌 畔 の 馬 飼 料 お よ び 梯 子 を控 除 した後､ 1労 働 Ll当

り0.1石 分 配 さ れ 1労 働 力 の 平均 出 役 報 酬 は 22.4石 に な っ た と言 う｡

こ の こ と を 前 提 に､ 不 完 全 で は あ る が Yf料 で 紺 介 さ れ て い る 4戸

の 腿 家 の 所 得 と現 金 支 出 の 状 況 を 考 察 す る (炎 10- Gb)秦 ,ll.(i)｡

ま す､ 初 級 祉 設 立 前 の 1952畔 と の 比 較 が ･可純 な の は､ 界帥出 家 の

王 永 江 と rl･等 の 戯 家 史 殿 鳳 の 2戸 で あ る が､ 王 の 似 合 は 1952年 に

は j:Si顎 税､ 飼 料､ 碓 子､ 偶 務 退 所 を控 除 した 所 相 は マ イ ナ ス に な っ

て い た が､ IJJ組 祉 設 立 後 は 44石 ほ ど に な っ た｡ ま た史 の 切 介 は I-'Jt印

は 52坤 よ り4.6伯 に な っ て い る｡ こ れ らの 伸 び 率 は､ 初 級 祉 平 均 よ り

高 くな っ て い 争｡

次 に販 売 状 況 で あ るが い づ れ も 70-80% の イ;j近 に あ り (*)､ 市7r

い版 ラ'j率 を示 して い る｡ 販 売 状 況 とF対逃 して Jn家 の 食 粘主留 保 状 況 を

見 る と病 弱 の 独 身 者 で あ る 白 全 山 は 2･1石 で あ り､ 16人 家 族 の 縦 泊 浦

(初 級 社 主 任 ) の 家 で は､ 27.94石､ 家 族 1人 当 り1･7石 とな っ て い

る｡ 範狗満 の 場 合 に は､ 富 裕 農 家 で あ っ て 家 族 も役 畜 も多 い の に販

売 に よ っ て fi凶 な 良 家 よ りも 1人 当 り留 保 虫 は 少 な くな っ て い る.

*:この 4戸 の 農 家 の 会 規 販 売 率 は､ 12月 中 旬 当 時 の 初 級 祉 平

均 を 大 き く上 回 っ て い る が､ 恐 ら くそ れ は この 4戸 が ｢余 剰 食 粗｣

の 販 売 を終 え た良 家 で あ り､ 初 級 社 の 平 均 値 は ま だ 販 売 が終 わ っ

て い な い農 家 を含 ん だ もの だ と思 わ れ る｡

な お､ こ の 召i例 で は 個 人 の 販 売 は､ 初 級 社 か ら現 物 分 配 さ れ た

部 分 に つ い て で あ る か ら初 級 社 自体 も 当然 販 売 を行 っ て い る と思

わ れ る が､ こ の 点 につ い て 資 料 で は 言 及 さ れ て い な い｡

食 柑 販 売 所 得 の 支 出 状 況 で あ る が､ 表 10- 6a)で 見 た初 級 社 全 体

の 現 金 支 出 状 況 を 反 映 して ど の 腿 家 も役 畜 を順 入 して い る｡

こ の 初 級 社 全 体 と 4戸 の 戯 家 の 状 況 を検 討 す る な らば､ 初 級 礼 に

[-u

お け る食 槻 増 産 と社 員 の 増 収 が達 成 され た場 合 の 食 掘 口 付 けの 意 味

が浮 き上 が っ て 来 る｡

つ ま り､ 弟 1に増 産 され た食 櫨 の 大 部 分 は､ 販 売 に 充 当 され て し

ま い､ 農 家 の 現 物 留 保 の 増 大 には あ ま り結 び 付 か な い こ とが 明 か で

あ る｡ そ れ を 伺 わ せ る事 例 は 範 海 浦 の 事 例 で あ り､ 家 族 1人 当 りの

留 保 丘 が 独 身 世 符 の 白全 山 よ り低 くな っ て い る点 で あ る｡

ま た第 2に､ 食 樋 販 売 に よ る現 金 所 得 の増 大 は 農 家 消 於 の増 大 に

は 直 線 的 に結 果 しな い こ とで あ る｡ こ の こ と を典 型 的 に示 す の は､

病 弱 な 独 身 世 相 で あ る 白全 山 の事 例 で あ り､ 恐 ら く生 括 水 準 も余 裕

が あ っ た とは 思 え な いの に､ 馬 の 欄 人 が ■予 定 " され て い る こ とか

ら､ 消 貨 を抑 制 して の投 資 の 促進 が初 級 祉 と して 指 串 され て い た も

の と思 わ れ る｡ 従 っ て､ 食 鳩 増 産 によ る祉 17 の lty.J収 も生 酒 の 向 上 と

は 別 の 意 味 が あ っ た の で あ る｡

*･ -1二 *
総 じて､ 1953年 の 食 組 の 計 画 買 付 政 蹄 が 開 始 され た段 階 で は､ ま

ず そ の 手 Wiと して は､ 村 党 支 部 を 中心 に ｢柳 棲 分 子 ｣ が軌 貝 され､

彼 らを主 力 部 隊 と して 個 別 農 家 を 対 象 に､ ｢余 剰 食 視 ｣の 洗 い だ L

と買 付 け が 行 わ れ た｡ そ こで は､ 農家 の 共 に 自発 的 な 販 売 を促 進 し

ょ う と した が､ 食 描 口 付 け が､ 収 楼 直 後 に一 気 に行 わ れ る こ とか ら､

階 層 に よ っ て 異 な る利 害 を持 つ 農 家 の抵 抗 に あ っ て､ 結 局 は ｢教 育｣

に よ る動 員 が 行 わ れ た よ う で あ る｡

食 粗 口 付 け そ れ 自体 と して は､ 富 裕 戯 家 の 市 況 を見 た版 元, ｢中

農 ｣ の 現 金 支 出 の 必 要 に応 じた版 売､ 貧 困 良 家 の 端 境 期 の 飯 米 確 保

と言 う､ 各 階 層 に と っ て 重 要 な食 粗 の利 用 を収縮 させ る意 味 を持 ち､

と りわ け食 粗 の 貸 付 を通 じた富 裕 農家 か ら貴 困農 家 へ の端 境 期 の 飯

米 の 馳 通 の 余 地 を も､ す べ て の r余 剰 食 粗 ｣ のrL付 け に よ って 吸 収

して しま う も の と して 受 け止 め られ て い た｡

こ う した全 般 的 状 況 の 中 で､ 初 級 社 で も､ この 段 階 には､ 社 員 の

｢余 剰 食 柑 ｣ を 個 別 的 に E=Tlけ る方法 が採 用 され た｡ だ が､ 初 級 社

で 食 掘 増 産 に成 功 した と して も､ 飯 米 な どの 戯家 留 保 の増 加 は､ 国
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家 へ の 版 元皿 の JluH的 増 大 と比 較 して 相 対 的 に抑 え られ て い た し､

版 元 収 入 の 支 山 両 で は､ 生 産 投 資 を 促 進 して 股 家 の 現 金 消 光 を 制 限

す る 傾 向 が 認 め られ た｡

Y什

箱 3節 食 粗 口 付 政 旅 と戯 家 の 食 粗 利 川 - 1955年 -

は じめ に

本 節 で は ｢全 面 的 合 作 化 ｣ の 時 期 で あ る 1955年 秋 の 食 耀 買 付 改 鋳 /

の 実 施 状 況 の 考 察 が 課 題 とな る｡ そ こ で 中 心 とな る の は､ 第 1 に 19

55年 に な っ て 従 来 の 計 画 買 付 改 鋳 の 改 良 版 と して 採 用 さ れ た ｢三 定

到 戸 ｣政 熊 で あ り (栄 )､ 第 2は 初 級 社 を単 位 と した f3付 け が 行 わ

れ る よ う に な っ た 点 で あ る｡ た だ 後 者 に つ い て は 個 別 的 な 事 例 を 放

っ た 資 料 が 欠 如 して い る た め､ 初 級 社 に対 す る食 樋 rl付 け も全 般 的

状 況 を示 し た 汽 料 の rPか ら断 片 的 に考 察 す る に留 ま る｡

*: ｢三 定 到 戸 ｣ と は､ 各 段 家 ま で 下 っ て､ 公判rlの 収 屋 を 推

定 し ( ｢定 座 ｣ )､ 収 良 を 元 に 規 定 に よ っ て fll付 inを 推 定 し ( r

定 岬 ｣ )､ あ る い は 不 足 分 の 供 給 iJq を 確 定 し ( ｢定 耗 ｣ )､ ｢余

剰 食 掘 ｣ の 口 付 け と不 足 分 の 供 給 を行 う こ とを 指 す｡

A ) 1955年 の 食 粘主計 画 口 付 ･計 画 配 給 に関 す る規 定

1955年 9月 に な る と同 年 の 春 か ら提 唱 さ れ て い た食 耀 E=寸け の ｢

三 定 到 戸 ｣政 蹄 を 中 心 とす る 黒 竜 江 省 の 実 施 細則 が 公 布 さ れ､ 併 せ

て 都 市 部 住 民 へ の 配 給 に 関 す る実 施 細 則 も公 布 さ れ た｡

1955年 9月 に 公 布 さ れ た ｢黒 竜 江 省 農 村 描 食 紙 踊 統 崩 実 施 細 則 ｣

は､ 概 要､ r定 座 ｣､ ｢定 牌 ｣､ ｢定 議 ｣ お よ び 腿 村 に ｢三 定 ｣ と

い う 5つ の 部 分 か ら摘 成 さ れ て い る (註 11)｡ そ の 概 要 を 整 理 した

Eg日 0- 1を 参 照 しな が ら考 察 を進 め る｡

ま ず､ 食 樋 H 付 け の 基 本 的 内 容 は 次 の 5点 に整 理 で き るo

第 1に､ ｢口 付 と販 売 を 結 合 し､ 余 剰 と不 足 の 鳩 界 を 明 経 に し､

統 ⊥ 的 に割 り 当 て､ 同 時 に証 明 書 に よ っ て 管 理 す る制 度 を 確 立 す

る ｣ こ と｡

第 2は､ ｢定 座｣､ ｢定 順 一､ ｢定 純 一 は､ 個 別 経 営 と互 助 組

で は 脇 家 を 単 位 に､ 初級 社 で は 初 級 杜 を単 位 に行 う こ と｡
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郡 3に, 初 級 社 で は 戊 業 税､ 飼 料､ u粗 (飯 米 一菅 沼 ) の 控 除

残 余 の 20% 以 内 を 留 保 で き る｡

第 4 に､ 黒 竜 江 省 は 耕 地 が 多 く主 に工 芸 作 物 を 生 産 す る 農 家 も /

食 槻 自給 が 可 能 な の で 食 柚 不 足 農 家 は 少 な く､ 従 っ て 食 樋 不 足 農

家 に対 す る服 充 は､ まず 各 区 ･村 単 位 で 農 民 相 互 間 の (生 産 ･生

活 に必 要 な 食 粗 の -菅 沼 )過 不 足 調 生 を組 稲 し､ 口 付 任 務 を 完 成

し た 後 に 供 A'社 の 小 売 や 国 家 配 給 で 解 決 す る.

第5に､ 計 画 口 付 の 任 務 が 完 成 さ れ た ら市 ･県 (お よ び 跳 ) の

人 民 委 員 会 は 区 単 位 で 口 付 工 作 の 完 7 を宣 告 し､ そ の 後 は 投 機 売

Elを しな い 範 囲 で 殿比 の 臼 由 販 売､ 腿 家 IifJの 相 互 調 立 を 行 え る よ

う に す る｡

節 1の 点 は､ 口 付 け の 対 象 とな る ｢余 剰 企 柑 ｣ の 土誌的 決 定 の nJ]純

化､ 口 付 け と殿 村 内 鮎 で の 過 不 足 訓 聖 の 有 機 的 結 合 を 嶋 っ た も の で

あ る が､ こ こ で は 以 下 で 説 明 さ れ る農 村 で の 食 粒 統 制 シ ス テ ム の 全

体 像 が 性 格 づ け さ れ て い る｡

次 に､ 食 指 の 口 付 け の 対 象 が 互 助 組 の 梢 成 員 農 家 を 含 め た個 別 農,

家 と初 級 社 で あ る こ とが 示 さ れ て い る｡ 初 級 社 を f7付 け の 単 位 と し

た こ とが､ こ の ｢三 定 到 戸 ｣ 政 熊 の 特 徴 で あ る (*)｡

屈 後 の 二 つ は､ 国 家 に よ る食 糊 rl付 け と良 家 な どの 統 制 外 の 売 買

との 関 係 を示 して お り､ こ の 農 村 の 食 欄 流 通 の 統 制 に つ い て は､ し

ば ら く後 に 再 度 論 ず る こ と とす る｡ た だ､ こ こ で 注 意 した い の は､

食 粗 不 足 が 発 生 した 場 合 に は､ 各 区 あ る い は 村 単 位 の 過 不 足 調 整 で

基 本 的 に 解 消 す る こ と と さ れ､ 供 崩社 (畑 版 協 同 組 合 )や 国 家 商 業

部 門 の 系 統 を 通 じた 広 域 的 調 整 は､ 地 域 内 調 整 を 祁 完 す る も の と し

て 位 荘 づ け ちれ て い る 点 で､ そ れ が､ ｢桝 地 が 多 く ｣ ｢食 樋 不 足 農

家 は 少 な ｣ い と 言 う, 熊 屯 江 省 の "特 殊 串 情 " か ら説 flJほ れ て い る

こ と で あ る｡

*: ｢三 定 到 戸 ｣政 熊 の 対 象 とな る ｢農 家 ｣ の 範 囲 は､ ｢無

.〟
-
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屯 江 省 市 紙 粗 食 定 見 供 応 実 施 細則 ｣ に よ り､ 都 市 の 側 か ら規 定 さ

れ て い る (氾 奄江 El報 1955年 9月 30日 )｡ 食 欄 口 付 け を行 わ な い tLr

符 -つ ま り食 棺 配 給 を 行 う対 象 につ い て は､ 邦 1に､ 都 市 部 の 郊

外 農 村 (原 語 は ｢郊 区 ｣ -菅 昭 ) を 除 く､ r市 区 ｣､ ｢県 城 ｣ (

県 人 民 委 員 会 所 在 地 )､ 非 戯 業 人 U5,000人 以 上 の 鉱 工 業 地 区 お よ

び 林 業 区 の 世 帯｡ 第 2は､ 農 村 部 の 中 の ｢県 城 ｣､ ｢娘 銚 ｣ (良

村 部 の 町 一菅 沼 ) は､ 世 帯 毎 に 供 給 方 法 を 決 定 す る｡ 第 3は､ 食

糎 配 給 制 度 を 実 施 す る地 域 内 の 野 菜 .工 芸 作 物 生 産 農 家 は配 給 制

度 で 処 理 す る｡ 第 4は､ 市 跳 住 民 (都 市 部 の 町 一菅 昭 ) が 宅 地 ･

空 き地 で 食 粗 生 産 を行 っ て も段 家 (I)7託 は ｢股 業 戸 ｣ ) に入 れ な

い､ と規 定 さ れ た｡

そ して､ 金 柑 配 給 制 度 を 実 施 す る 地 域 で 金 柑 生 産 も非 業 す る家

庭 は 戊 村 の Tl付 制 度 で 処 理 され､ 非 腿 業 人 u2,000人 以 下 のiI王統 は､

｢戯 村 会 槻 統 順 統 爺 実 施 細 則 ｣ を適 用 す る と さ れ た｡

この 時 点 で は､ 現 行 の 戸 籍 制 度 が 施 行 さ れ て い な か っ た (戸 籍

制 度 は 1958年 か ら実 施 )｡ そ の た め､ ｢三 定 到 戸 ｣政 策 の 対 象 と

す る か 否 か の 基 準 は､ まず 規 模 が 大 き い都 市 部 か 農 村 部 か で 地 域

の 特 徴 に よ っ て 区 分 さ れ､ 農 村 部 の 町 な ど面 的 に 区 切 れ な い場 合

に は､ 世 帯 別 に農 家 か 非 農 家 か を 確 定 して い く方 法 が採 用 さ れ た

の で あ る｡ 従 っ て､ 文 面 で は 明 確 で は な い が､ 町 で 会 規 生産 を 行

っ て い る 世 帯 が f7付 政 坪 の 対 象 に な る場 合 と､ な らな い 場 合 と､

両 方 の 場 合 が 存 在 す る こ と にな る.

｢三 定 到 戸 J 政 韓 の 各 部 分 の 中 で､ 状 に ｢定 座 ｣ に つ い て､ 次 の

3点 が 示 され て い る｡

第 1に､ 口 付 品 目は 小 麦､ 大 豆､ トウ モ ロ コ シ､ コ ウ リャ ン､

粟､ 水 稲 (い つ れ も籾 付 き ) と､ 陸 稲､ 小 豆､ 緑 豆､ ｢芸 豆 ｣､

蕎 麦､ 麻､ 大 麦､ 燕 麦 とそ の 和 出 品 で あ る｡ ジ ャ ガ イ モ､ 工 芸 作

物 は 国 家 の 必 賓 に応 じて ｢定 座 ｣ ･ ｢定 畑 ｣任 精 を 与 え る場 合 が
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あ る｡ そ の 他 は 計 画 日 付 け しな い｡ しか し ｢定 産 ｣ の 中 に含 み,

農 家 の 留 保 す る食 相 の 巾 に計 上 す る こ と｡

第 2に､ 腿 家 の 生 産 瓜 の 確 定 は､ 当地 の 主 要 穀 物 の 混 合 虫Blで

定 め る｡ 1955年 番 の ｢定 産 ｣基 準 を 参 考 に して､ 村 全 休 の 平 均 単

収 を 中 等 水 準 と して 各 地 片 転 に上 中 下 の 等 細 区 分 し､ 後 に良家毎

の 生 産 血 を 確 定 す る｡ この 虫 は 3年 間 不 変 とす る｡

第 3に､ 普 通 の 新 開 地 は 3年 間 ｢定 産 ｣ r定 牌 ｣ を行 わ な い｡

不 足 農 家 の 開 墾 地 は ｢定 座 ｣す るが ｢定 踊 ｣ しな い｡ 耕 作 放 棄 地

の 役 楢 は r,a聖 とせ ず ｢定 座 ｣ ｢定 欄 ｣す る｡ 鴨 作 中 の 休 耕 地 は

｢定 座 ｣ ｢定 1珊 ｣ しな い｡

こ こで は､ ｢定 座 ｣ と は､ 只 付 けの 対 象 とな る糾 地 の 推 定 と､ そ

こで の 収 瓜 を 碓 定 す る作 業 で あ る｡

日 付 品 目 に は 朝 潮 と豆 類 全 体 が 含 まれ る｡ これ らの 収 丘 評 価 は村

内 の 各 地 片 に つ いて 村 中 位 で 行 わ れ る とされ､ 言 い換 えれ ば､ "属

地 的 " に 把 握 さ れ る こ と を意 味 して い る｡ そ の こ とは､ 開 墾 地 や 輪

作 中 の 休 耕 地 が､ 普 通 の 耕 地 と一 つ の経 営 単 位 に混 在 して い て も､

相 互 に分 別 さ れ て 収 鼠 が 評 価 され る こ と に反 映 して い る｡

収 丑 の 評 価 は 村 平 均 値 を基 準 に地 片 毎 の 等 細 区 分 を行 っ た上 で 確

定 さ れ る が､ そ の 理 由 は 明示 され て いな い○ 恐 ら く､ その 収 畳 が 以

降 3年 間 の Et付 け の 基 準 にな るわ けで あ る し､ そ の 間 に輪 作 の 関 係

で 作 物 が 変 わ る か ら､ そ の 意 味 で 耕 地 の 等 級 区分 が必 要 に な る も の

と思 わ れ る｡

｢定 座 ｣は ます 春 (播 種 州 ) に行 わ れ､ 収 穫 時 にそ れ が 修 正 さ れ

て 巌 終 的 に虫 的 に も確 定 され る こ とに な る｡ そ して､ これ が 次 の ｢

定 欄 ｣ の 対 象 に な る.

こ の r定 牌 ｣ は､ 収 樺 血 か ら農 家 や 初 級 社 が控 除 して留 保 で き る

部 分 とそ の 数 盟 の 確 定 と して 行 わ れ る が､ 実 施 細 則 で は この 点 を含

め て 6点 に纏 っ て 規 定 して い る.
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第 1 に､ 種 子 の 揺 除 数 馴 ま各 市､ 臥 LdEの 人 民 委 員 会 が 決 定 す

る｡

第 2 に､ 口 掘 (農 家 の 飯 米 一菅 昭 ) は 成 人､ 未 成 年 含 め て 平 均

年 間 560斤 (280kg一菅 昭 ) とす る｡

第 3に､ 飼 料 は 食 掘 節 約 と飼 育 奨 励 の 抑 榊 か ら､ 使 役 され る ･tS

･ラ バ は 年 間 600斤､ 同 じ く牛 ･ロ バ300斤､ 使 役 さ れ な い馬 'ラ

バ 300斤､ 同 じ く牛 ･ロ バ150斤､ 豚 100斤 を 留 保 す る｡ 交 配 用 の家

畜 につ いて は 50%増 虫 で き る｡ 初 級 社 で は 一 般 農 家 よ り 5% 多 く

飼 料 を 留 保 で き る｡

節 4､ fT付 血 は､ 総 収 免 か らこれ らを控 除 した残 余 の 85-95%

とす る｡ た だ､ 余 剰 の 多 い富 農 につ い て は 95%を上 限 に個 別 的 に

日 付 比 率 を 高 め る こ とが で き る｡ 各 区 ･村 の口 付 比 率 は､ 一 級 上

の 県 か 区 で 決 定 し､ 一 村 内 で は 統 一 させ る｡

節 5､ 小 変 は収 捜 後 に そ の 他 の 食 規 に先 ん じて Tf付 け るが､ 秋

に統 一 決 済 す る｡

第 6､ 食 粗 の 買 付 地 点 は､ 各 市､ 県､ 旗 の 人 民 委 員 会 が 決 定 す

る が､ で き る だ け農 民 に搬 入 させ る こ との で き る地 点 とす る｡

｢定 座 ｣の 結 果 確 定 さ れ た 収 接 見 の 中 か ら､ まず 翌 年 の 種 子､ 農

家 豪 族 の rtj視 ｣､ 家 畜 の 飼 料 が 控 除 さ れ る｡ この ｢定 踊 ｣の 時 点

で 収 丘 は 経 営 単 位 で あ る農 家 か初 級 社 単 位 で､ つ ま り {'屈 人 的 " に

計 算 され る こ と にな る｡

こ の 各 控 除 部 分 の 数 虫 は種 子 の み が 県 人 民 委 員 会 に よ っ て 決 定 さ

れ､ 他 は 省 -- つ ま りこの 実 施 細 則 一一 が 規 定 す る と こ ろ に依 る｡

っ ま り､ r定 順 ｣の 基 準 の決 定 権 は 県 以 上 に躯 申 して お り､ そ れ が

与 え た帽 の 中 で 村 単 位 で 一 定 柔 軟 な 運 用 が 許 され て い るの で あ る｡

図 10- 1の 下 段 の 棒 グ ラ フ に泊 っ て 考 察 す る と､ ｢定 座 ｣後 に 確

定 さ れ た 収 血 を 同 じ と仮 定 して､ 一 般 的 な 戯 家､ 初 級 祉 お よび ｢宙

農 ｣ を含 む宵 椅 戯 家 につ いて 見 る と､ 種 子､ ｢口柚 ｣ の 留 保 基 畔 は

同 じで あ るが､ 飼 料 につ いて は 初 級 社 が 5%増 しの 留 保 を 許 され て
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い る こ とが 分 か る (同 国 で は 農 業 税 部 分 の炎 示 を 割 愛 して あ る )｡

ま た これ らの 残 余 が ｢余 剰 食 掘 J とされ るが､ そ の 全 て が ロ 付 け ら

れ る 訳 で は な く一 定 の 比 率 で 買 付 け られ る｡ ま た上 記 3者 で ｢余 剰 /
食 提 ｣ の f7付 比 率 が タ等な る｡ それ は､ 初 級 社､ 一 般 良 家､ 富 裕 農 家

のl峡で 買 付 比 率 は 芯 くな っ て い く｡ こ こで も､ 初 級 社 は優 遇 され て

い る が､ そ れ は 初 級 社 へ の 加 入 を促 進 す る た め の 政 治 的 配 慮 に よ る

もの と考 え られ る｡

ま た､ 買 付 け た食 糧 の 代 金 の決 済 は 秋 に行 な わ れ る ため､ 8月 末

に収 梯 さ れ る 小 安 に つ い て は､ 買 付 け は収雌 直後 に､ 代 金 決 済 は 秋

に全 て の 食 樋 の H 付 け が 終 7 した 時 点 まで 遅 れ る こ とにな る｡

ロ 付 け る食 粗 の 迎 鵬 は 原 則 と して戯 家 か初 級 礼 が 行 う こ とに な っ

て い る｡

次 の ｢定 鏑 ｣ は､ 食 掘 不 足 膜 家 に対 して 一 旦 他 の地 域 や 腿家 か ら

目 付 け た 金 柑 か ら不 足 分 を版 元 す る こ とで あ るが､ 次 の 7点 が 示 さ

れ て い る｡

第 1､ 碓 子 は 生 産 の 必 要 に応 じて 決 定 す る｡

第 2､ 飼 料 は ｢定 牌 ｣の 飼 料 留保 基 準 に準 ず る｡

第 3､ 会 規 不 足 段 家 の ロ樋 供 給 虫 は年 480-520斤 と し, 1年 閉

ま る ご と不 足 しな い膜 家 につ い て は不 足 す る月 数 を計 算 して､ そ

の 分 だ け 眺 給 す る｡

第 4､ 国 家 計 画 で 工 芸 作 物 を 生 産 す る食 粗 不 足 農 家 につ い て は､

年 間 560斤 とす る｡

第 5に､ 被 災 地 の 農 家 につ い て は, 年 450-500斤 を供 給 す る｡

第 6に､ 農 村 非 農 業 人 口 (農 業 に従 串 しな い世 帯 )は 年 480-

500斤 とす る｡

第 7､ 食 耀 不 足 農 家 や 被 災 地 区 に対 して は､ ｢彪 村 不 足 食 掘 供

給 証 明 沓 ｣ を発 行 す る｡ 被 災 地 区 で は 買=寸けの 隙 に､ 地 元 の 供 範

社 に一 定 の 食 樋 を 留 保 し､ 不 足 分 の 供 給 に伴 う､ 逆 迎 軸 の 経 発 を

節 約 す る｡
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食 糎 不 足 段 家 は 4つ の タ イ プ に 分 け られ､ 各 々 の ｢U樋 ｣ の 販 売

･供 給 基 呼 が 定 め られ て い る が､ そ の 水 準 を 比 較 す る と工 芸 作 物 生

産 農 家 >普 通 の 食 粗 不 足 農 家 >農 村 非 農 業 人 U >被 災 地 の 良 家 の 順

に な っ て お り､ そ れ を 読 み 変 え れ ば､ 国 家 計 画 に 従 っ て 食 粒 を 生 産

しな い 農 家 >経 将 的 に会 規 が 不 足 す る 農 家 >臨 時 的 に ま た 面 的 な 広

が り を 持 っ て 存 在 す る食 根 不 足 農 家 の 優 先 順 位 に な っ て い る｡ だ が､

こ の 4着 の ｢口 粒 ｣ の 上 限 が､ 通 常 の r[｣楓 ｣ の 留 保 基 準 - 1人 当

り280kg- で あ る た め､ 食 掘 不 足 農 家 や 被 災 地 の 良 家 な どは 基 準 以 下

の 供 給 しか 受 け られ な い こ と に な る.

こ の ｢定 鋪 ｣ 以 外 に､ 腿 村 内 部 の 過 不 足 調 整 な ど に つ い て 以 下 の

様 に 定 め られ て い る.

弟 1に､罫 姉､ 孤 児､ 独 身 者､ 役 貝野 人､ 四 人 家 族 ･迫 族 は 傑

過 す る｡ こ れ らの 労 働 力 や 生 産 条 件 の 劣 る JEi家 に つ い て は 村 人 民

委 員 会 が 区 ･県 の 批 准 を待 っ て､ 買 付 比 率 を 5 - 10% 引 き下 げ る

こ とが で き る｡ ま た､ 食 粗 作 物 を 生 産 で き な い 農 家 に は､ 村 人 氏

委 員 会 は 国 家 計 画 を村 内 で 達 成 す る こ とを 前 提 に､ 彼 ら に特 に 瓜

･野 菜 生 産 を 割 り 当 て 生 活 維 持 を 助 け る｡ これ らの 不 足 農 家 に は

優 先 的 に ｢口 耀 ｣ 調 整 を行 う｡

第 2 に､ ｢定 産 ｣ 数 塁 と実 際 の 収 穫 鼠 が 追 っ た場 合､ 今 年 の 豊

作 .不 作 血 に 応 じて ｢定 座 ｣ ｢定 絹 ｣ 爪 を 調 整 す る こ と｡

第 3に､ 人 口 や 家 畜 の 減 少 が 発 生 し た ら そ れ に応 じて ｢定 産 ｣

･ ｢定 踊 ｣ 虫 を 変 動 さ せ る｡ 初 級 社 の 場 合 に､ そ の 変 動 幅 が 小 さ

い と き に は 調 整 しな い｡

第 4 に､ 段 家 間 の 耕 地 貸 借 が 村 間 に 持 っ て い る場 合 (原 語 は ｢

挿 花 地 ｣ ) に つ い て は､ ｢定 座 ｣ は 土 地 の 所 在 村 の 基 準 で 行 い､

｢定 欄 ｣ は 経 営 腿 家 の 所 在 村 の 基 準 で 行 う｡ 相 対 で の 侶 地 の 地 代

は 一 般 に現 金 で あ る が､ 所 有 者 が 食 柚 不 足 段 家 の 場 合 に は 現 物 地

代 で よ い｡
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こ こ で は ｢定 論 ｣ に 引 続 き､ 生 産 条 件 の 劣 っ た 戯 村 の 責 困 農 家 の

｢定 座 ｣ ｢定 順 ｣ お よ び ｢定 議 ｣ に つ い て 述 べ られ て い る｡ /

前 の r定 議 ｣ の 111日で 触 れ た 普 通 の 食 描 不 足 戯 家 は､ 例 え ば 扶 養

人 口 が 多 い こ と に よ っ て ｢口 粗 ｣ が 不 足 す る 瓜 家 が 含 まれ る こ と に

な る｡ 労 働 力 な どの 劣 っ た 農 家 に つ い て は､ 耕 地 が あ っ て ｢定 産 ｣

の 対 象 に な っ て も､ 食 相 を 生 産 で きな い 一一 つ ま り愉 場 作 業 を 行 え

な い 一一 場 合 が あ る の で､ ｢口樋 ｣ の 留 保 基 準 は 1人 当 り280kgと さ

れ て い る し､ ｢余 剰 食 柚 ｣ の 買 付 比 率 も初 紋 杜 よ り低 く抑 え られ て

い る｡ ま た､ 労 働 力 不 足 な ど で 桝 作 で き な い場 合 に は 村 の 他 の 農 家

な ど が 日 付 任 務 を 肩 代 りす る こ とが 規 定 され て い る｡

そ の 他､ 村 を 跨 っ た 排 地 の 貸 借 が あ る場 合 に は ｢定 座 J は 排 他 の

所 在 地 の 基 準 で､ ｢定 畑 ｣ は 農 家 の 所 在 地 の 基 準 で 行 わ れ る こ と に

な る｡ そ の た め､ 良 家 所 在 地 の 村 の 基 準 で 計 れ ば 中 等 地 に な る耕 地

も､ 耕 地 の 所 在 地 の 村 の 平 均 収 免 如 何 に よ っ て 上 等 地 に も､ 下 等 地

に も な り え る｡ しか し､ も し等 級 が 異 な っ て も､ 等 級 間 に ｢定 座 ｣

の 虫 的 な 追 い しか 生 じな い場 合 に は､ 下 等 地 を 貸 し付 け られ て､ 借

入 れ 農 家 の 在 住 地 で そ の 借 入 れ 地 が 中 等 地 に格 上 げ さ れ て 評 価 さ れ

て も､ そ も そ も 平 均 収 丘 が 低 い の だ か ら特 に不 利 に な るわ け で は な

い (*)｡

*: 箱 1絹 第 1環 第 2節 C )項 で は､ 海 倫 県 の 場 合 に

の み､ ｢大 農 ｣ が 屯外 の 農 家 に 下 等 地 を貸 し付 け る傾 向 が 確 認 さ

れ た｡

* * *
こ こ で､ r三 定 到 戸 ｣ 政 罪 を 国 家 に よ る戯 村 の 食 掘 流 通 の 統 制､

タ イ プ の 異 な る 脇 家 に対 す る ｢定 畑 ｣ ｢定 論 ｣の 差 別 的 な 適 用､ 農

家 間 の ｢□ 粗 ｣ の 過 不 足 調 整 の 3点 に つ いて ま とめ よ う｡ ｢三 定 到

戸 ｣ を 殿 家 の 側 か ら見 た 場 合 に重 安 な の は､ そ れ に よ っ て 農 家 及 び
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農 村 の 食 耀消 焚 .流 通 が どの 様 に 変 わ る か と い う 点 で あ る｡ こ こ で

は､ こ の 側 面 か ら制 度 を 検 討 す る｡

ま す 食 樋 田 付 け の 制 度 的 手 順 は､ ま ず 生 産 虫 が 確 定 さ れ (春 に ｢

定 座 ｣ - 秋 に 修 正 す る )､ そ こ か ら基 準 に基 づ く口 付 部 分 と不 足 皿

の 確 定 さ れ る (以 上 が ｢三 定 到 戸 ｣政 蹄 で あ る )｡ そ の 後､ f7付 け

の 実 施 (県 指 定 地 点 へ の 農 民 に よ る運 搬 )､ /U.もに よ る 口 付 終 了 宣 言

- 市 場 開 放､ 農 家 間 の 過 不 足 調 整､ 最 後 に 自 由 販 売 と 国 家 に よ る 不

足 分 供 給 と言 う 順 番 で､ 県 の 指 導 下 で 村 単 位 で 行 わ れ る｡

｢定 踊 ｣ ｢定 鞘 ｣ の 過 程 で は､ 食 樋 田 付 け の 対 象 と な る 戯 家 な ど

に つ い て は､ 労 働 力 不 足 農 家 >初 級 社 >一 般 の JBi豪 >dE,r裕 農 家 の JrUi

で 飼 料 や ｢余 剰 食 粗 ｣ か らの 留 保 部 分 の 控 除 が 俊 過 さ れ､ 買 付 比 率

は 逆 に 高 くな っ て い く｡ ま た､ 工 芸 作 物 生 産 Rl家 や 被 災 地 の 戯 家 な

どは ｢不 足 食 柁 供 給 証 明 宙 ｣ の 発 行 を も っ て 口 付 け の 対 象 か ら外 さ

れ て い る｡

こ れ らの 不 足 部 分 の 調 整 は､ こ の 実 施 細 則 の 原 則 に 依 っ て 基 本 的

に 区 あ る い は 村 単 位 で 行 わ れ､ 国 家 か らの 供 給 は 補 完 的 な も の と さ

れ る｡ つ ま り ｢不 足 食 粗 供 給 証 明 書 ｣ の 発 行 に よ る食 樋 不 足 農 家 と

して の 公 認 は 極 力 抑 制 さ れ る こ と に な る｡

こ こ で 問 題 に な る の は､ こ の 不 足 部 分 の 農 村 内 部 か らの 調 達 は､

｢余 剰 食 樋 ｣ の 中 の 非 買 付 部 分 か ら行 わ れ る こ と に な る 点 で あ る｡

つ ま り､ 不 足 分 の 供 給 を 国 家 が 買 付 け た 部 分 か らで は な く (そ れ は

都 市 部 へ の 配 給 に優 先 的 に 回 さ れ る )､ 国 家 が f7付 け た 旗 村 の 残 余

の 中 か ら融 通 さ せ る の で あ る｡

本 来 ｢余 剰 食 粗 ｣ は､ 富 裕 農 家 で あ れ ば 市 況 を 見 て そ れ を 販 売 す

る し､ 一 般 的 な 戊 家 の 場 合 も 端 境 期 の 飯 米 施 保 や 現 金 支 出 の 必 要 に

応 じて 小 出 し に販 売 さ れ る 部 分 で あ っ たC そ れ が､ 国 家 の 買 付 け に

よ り 5- 15% ま で 切 り縮 め られ て お り (初 級 社 を 含 め れ ば 最 高 20%

ま で )､ な お か つ そ れ が 労 働 力 不 足 農 家 の 只 付 任 務 の 肩 代 りや 不 足

農 家 へ の 会 規 融 通 の 対 象 と さ れ る な らば､ 自 由 版 元 の 余 地 も殆 ど無

くな る し､ 一 般 戯 家 に と っ て は､ 鴨 場 州 の 飯 米 椎 保 の 心 配 が 増 大 す
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る こ と に な る｡ しか も､ 符 裕 農 家 か らの 過 不 足 aJ句整 川 食 租 の 調 達 は､

一 般 農 家 が 職 場 脚 に 飯 米 が 不 足 した場 合 に l持り入 れ る 会 規 も村 の 中

に は 無 くな る こ と に な る｡

こ の 場 合 に､ 種 子､ 飼 料､ ｢口 樋 ｣ の 留 保 基 準 の 妥 当性 と､ 県 レ

ベ ル で 決 定 さ れ た ｢余 剰 食 掘 ｣ か らの 日 付 比 率 が どの 様 に 逆 用 さ れ

る か も 当 然 に 問 題 と な る｡

しか し､ 農 家 に食 樋 を 多 く残 す こ とが 投 機 的 自 由販 売 を 誘 発 す る

と して も､ 他 面 で は そ の 在 庫 部 分 が 農 家 に と っ て 家 計 上 の リス ク を

緩 衝 す る 言 わ ば "自 己 保 険 " 的 意 味 を持 つ 以 上､ そ れ を過 度 に絹 小

す る こ と は､ Jii家 が 今 後 一 年 間 の リス ク に対 して 無tuJJ'僻 に な る こ と

を 意 味 して い る｡

ま た､ 初 級 社 の 場 合 に は 食 粗 の 留 保 基 準 の 面 で 優 遇 され て い る も

の の､ 碓 子 や 飼 料 は 収 益 分 配 の 隙 に傑 先 的 に控 除 され るわ け で あ る

か ら､ 社 員 に 配 分 さ れ る 部 分 は ｢口 槻 ｣ に限 られ､ 個 別 儲 家 の 場 合

と逼 っ て 種 子 や 飼 料 を 飯 米 の 不 足 分 に 充 当す る こ と も で き な くな り､

よ り厳 し い状 況 に 置 か れ る こ と に な る｡

B ) ｢三 定 到 戸 ｣ の 実 施 過 程 の 問 題 点

前 項 で は ｢三 定 到 戸 ｣政 帝 の 問 題 点 を 制 度 的 側 面 か ら検 討 した が､

こ こ で は 1955年 下 半 期 の 実 施 過 程 で 実 際 に生 じた 問 題 を考 察 す る｡

ま す､ 1953年 以 来 の 食 槻 買 付 政 韓 の 問 題 点 と ｢三 定 到 戸 J政 坪 の

実 施 の ポ イ ン トを､ 当 時 の 黒 竜 江 El報 の 社 説 か ら整 理 す る (註 12)｡

1955年 ま で の 食 樋 口 付 政 籍 の 欠 点 と して 指 摘 さ れ た の は､ 第 1 に､

｢買 付 任 務 の 割 り当 て が 不 合 理 で､ 余 剰 食 糎 の あ る農 家 が 販 売 せ ず,

一 部 の 農 家 の 販 売 虫 が 極 端 に 多 か っ た ｣ こ と, ｢収 虫 算 定 水 準 が 商

す ぎ､ f7付 虫 も 多 す ぎ､ 食 掘 留 保 が 少 な す ぎ た ｣ こ と､ ｢買 付 且 が

事 前 に 予 測 で き ず､ 増 産 努 力 して も利 益 が な い ｣ こ とな ど で､ い ず

れ も 食 楓 の f]付 任 務 の 割 当 に 関 す る問 題 で あ っ た｡

第 2は 食 樋 の 配 絹 に つ い て で､ 都 市 で は 配 給 血 の 管 理 が ル ー ズ で

食 旭 の 浪資 が 多 す ぎ､ 儲 村 で も配 給 す べ き で な い 腿 家 に配 給 さ れ た
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りす る こ とが 指 摘 さ れ た｡

農 村 に お け る 食 視 の rl付 ･供 給 の 閲 皿 点 の 原 凶 と して言 わ れ た の

は ｢小 農 経 済 が 優 勢 な 状 況 下 で､ 農 民 の 生 産 虫 .版 元瓜 お よ び 過 不

足 状 況 が 把 握 で きず､ 食 糎 の 計 画 買 付 ･計 画 配 給 の 制 度 化 が 困 難 で

あ っ た ｣ こ と と され て い る｡

実 際 に､ 1955年 春 に な って ｢三 定 到 戸 ｣政 蹄 が 提 起 さ れ て 以 降 も

｢三 定 到 戸 の 開 始 が 農 労 相 に 虫 な っ た た め､ 定 座､ 定 蛸 お よ び 定 弟

の 各 数 且 を､ 適 切 に各 農 家 に つ い て 確 定 す る こ とが で きず､ 農 家 の

理 解 が 得 られ な い で い る ｣状 況 で あ っ た｡

そ こで ｢三 定 到 戸 ｣政 顕 の 実 施 上 で 子上意 す べ き 点 と して､ ｢定 座｣

｢定 順 ｣ お よ び ｢定 崩 ｣ の 各 数 虫 の 決 定 と､ そ の 実 施 過 程 で の 注 意

点 が 次 の よ う に指 摘 され た｡

節 1 に､ ｢定 座 ｣の 水 準 が 実 際 の 収 丑 よ り和 郎 しな い よ う にす

る こ と｡

第 2 に､ r定 牌 ｣ で は､ 飼 料､ 口粗､ 種 子 な どを 十 分 に留 保 さ

せ､ 余 剰 分 も全 て を買 付 け て は な らず ｢f7付 け過 ぎ ｣ を 防 止 す る｡

第 3に､ ｢定 議 ｣ で は､ 桝 地 面硯 が 大 き い と言 う我 が 省 の 特 性

を 強 調 し過 ぎ な い で こ の 工 作 を 軽 視 しな い｡

こ こ に反 映 さ れ て い る 問 題 は､ 買 付 け の 基 礎 と な る 収 鼠 の 確 定､

買 付 丘 の 推 定､ さ らに不 足 分 の 農 村 内 で の 調 生 な ど､ す べ て の 面 に

渡 っ て お り､ 特 に ｢口粗 ｣､ 飼 料､ 種 子 の 留 保 部 分 が 不 当 に圧 縮 さ

れ､ 実 輝 の 日 付 比 率 も高 す ぎ る こ と､ さ らに 先 の 実 施 細 則 で も示 さ

れ た､ 黒 竜 江 省 の 耕 地 が 広 い と言 う特 性 を 口 実 に 国 家 に よ る不 足 部

分 の 売 り戻 しを紬 小 しよ う とす る 傾 向 が 批 判 され て い る｡

つ ま り､ 前 項 で は 実 施 細 則 の す べ て が 完 全 に退 守 さ れ た と した 上

で､ ｢三 定 到 戸 ｣政 策 の 間 挺 点 を 考 察 した の で あ る が､ 実 際 に は､

そ の 前 提 とな る 部 分 につ い て も､ 買 付 け を極 大 化 す る偏 向 が 存 在 し

て い たの で あ る｡
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間 RZi点 の 足 正 の た め に牲 意 され た の は -････

第 1 に､ 党 支 部 に依 拠 し､ 政 治 思 想 教 育 を塵 視 して決 して 県 ･ /

区 工 作 隊 の 代 行 主 義 を 行 っ て は な らな い｡

第 2に､ 互 助 組 や 初 級 社 に依 拠 して 農 家 に ｢三 定 ｣教 且 を周 知

徹 底 さ せ る｡

第 3は､ 貧 農 に 依 拠 し､ 中農 と団 結 し､ 富 農 搾 取 を制 限 .消 滅

さ せ る 帽 級 政 蹄 に 準 拠 して 地 主 ･富 段 や 反 革 命 分 子 の攻 撃 に打 撃

を加 え る｡

弟 4は､ 幹 部 の 訓 練 を十 分 に行 う こ と｡

第 5は､ 瓜 村 の 実 隙 の 生 産 虫 を調 査 して 碓 実 に把 握 し､ ｢定 順｣

任 務 の 分 担 を 合 理 的 な もの に し農 民 の 心 配 や 疑 問 を除 去 す る｡

こ こで は 最 初 の 2点 に党 支 部 や 互 助 組､ 初 級 社 に ｢依 拠 す る ｣ こ

とが 主 張 さ れ て い る が､ この ｢依 拠 す る ｣ こ と とは､ JiA村 の現 場 の

幹 部 に主 体 的 に ｢三 定 到 戸 ｣ を実 施 させ て ｢三 定 到 戸 ｣政 帝 を農 家

の 承 認 を 得 られ る よ うな 実 の あ る もの にす る こ と を指 して い る｡ 第

3点 は 後 に論 ず る こ と と して､ 他 の 点 も基 本 的 に 農村 の幹 部 の 主 体

性 を 確 立 して 農 家 に受 け入 れ られ る よ う に ｢三 定 到 戸 ｣政 韓 を 実 践

させ る こ とを 強 調 して い る点 で 共 通 して い る｡

つ ま り､ 前 WJ A)項 で 考 察 した柏 江 県 で は食 機 販 完 動 貝 の 降 に､

県 委 員 会 工 作 組 の指 導 を Jトソク に党 支 部 や r似 極 分 子 ｣が 動 員 さ れ､

そ の 上 で 個 別 農 家 に対 して 強 制 的 な 軌 貝 が行 わ れ た こ とを問 題 に し

た が､ 実 際 に も党 支 部 や ｢相 使 分 子 ｣ が 会 規 口 付 けの 隙 の 主 力 部 隊

と して 機 能 す る状 況 にな っ て い な か っ た こ とが 帽 に示 され て い る｡

こ の よ う に､ ｢三 定 到 戸 ｣政 熊 の実 施 過 程 で も､ 農 村 の 幹 部 が 県

委 貝 会 の 統 制 を 外 れ て 農 家 の 食 粗 を r口 付 け過 ぎ る ｣傾 向 が存 在 し

て い たの で あ る｡

そ れ は 省 粗 食 工 作 会 報 (1955年 9月 4日 )や 中共 黒 滝 江 省 要 員 会 全

体 拡 大 会 音詩 (1955年 11月 2日 )で も繰 り返 し討 縄 さ れ て い た｡
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以 下 で は そ の 個 々 の 間 越 点 を具 体 例 か ら検 討 す る｡

* * *
こ こで は､ 托 林 県､ 望 虚 県､ 申 安 県 第 2区 新 立 村 の 三 つ の 部

例 を か ら考 察 す る (註 13)｡

ます､ 粒 林 鼎 の 串 例 で あ る が､ こ こ で は ｢三 定 到 戸 ｣政 旅 の 実 施

過 程 で 黒 竜 江 省 の 監 察 庁 の 検 査 に よ っ て 摘 発 され た､ 食 粒 の 生 産 血､

買 付 立 が 不 当 に 低 く設 定 され て い る状 況 が 示 され て い る｡

同 県 で は 1955年 春 に全 県規 模 で ｢定 座 ｣が 行 わ れ た が､ 当時 算 定

され た 県 内 の 食 櫛 総 収 皿 は 94.500Lで あ っ た｡ そ の 後､ 9月 に は 96

,676t､ 10月 の 県､ 区､ 村 三 級 幹 部 会 議 I帯上 で の 区 と村 幹 部 の 報 告

の 結 架 は 96,546Lと､ 時 州 と共 に 上 下 に 変 軌 して い る｡ そ こで､ 個

別 的 に調 査 す る と､ 粒 林 県 城 区 (県 人 民 委 員 会 所 在 地 )の 西 門 外 村

で は こ の 10月 の 会 硝 報 告 で は 1ha当 り収 免 が 1,360kgで あ っ たが､ 実

隙 に 推 定 され た 中 収 は 1.510kgで､ 会 絹 で は 過 小 に 報 告 され て い た こ

とが 分 か っ た｡

｢定 柵 ｣の 隙 に確 定 され た ｢余 剰 食 樋 ｣ も､ 春 は 19,540t､ Io月

の 三 級 幹 部 会 誠 で は 23,369t と報 告 さ れ た が､ 日 付 比 率 83.61% で 行

わ れ よ う と して い た｡ しか し､ 黒 竜 江 省 規 定 の 平 均 90%で 計 算 す れ

ば 21,460t に な る の で､ 実 際 には 買 付 比 率 が 規 定 よ り引 き下 げ られ

て い た こ とが 分 か っ た｡

こ の よ う な､ ｢定 産 ｣ ｢定 踊 ｣ の 隙 に､ 収 丑 と買 付 鼠 を 切 り下 げ

よ う とす る原 因 が 初 級 社 を対 象 に調 査 さ れ た｡

初 級 社 で は､ 収 Etを確 定 す る ｢定 座 ｣ の 際 に単 収 と耕 地 の 等 級 区

分 の 基 準 と して､ 初 級 社 の ｢地 組 ｣評 価 基 準 を通 用 して い た｡ しか

し､ 初 校 社 で は r地 組 ｣水 準 が 低 め に設 定 さ れ る 傾 向 に あ っ た た め､

実 際 の 収 且 よ り低 い 評 価 にな らざ る を 得 な か っ た (*)｡

*: 第 8i吉で 見 た定 款 で は ｢地 組 ｣ は 戯 家 の 加 入 時 点 で 決 定 さ

れ､ そ の 後 豊度 が 向 上 して も変 わ らな い こ とが 指 摘 され た. さ ら

に､ 弟 9環 は r地 相 ｣ が 慈 恵 的 に 引 き下 げ られ る傾 向 が 普 遍 的 で
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あ っ た こ と を 指 摘 した｡

ま た ｢定 牌 ｣ の 隙 の､ 口 付 比 率 が 省 基 畔 の 90% に比 べ て 低 く55%

とか 81% と さ れ､ さ らに食 樋 不 足 農 家 へ の 供 給 分 が 含 まれ､ 初 放 社

で の 留 保 部 分 が 水 増 しさ れ て い る｡ ま た､ 被 災 面 机 の 過 大 評 価 も あ

っ た｡

托 林 県 の 射 例 は､ ｢三 定 到 戸 ｣政 熊 の 実 施 過 程 で口 付 良 を 引 き下

げ よ う とす る 初 級 社 を 含 め た農 村 の抵 抗 が あ っ た こ と を籍 呈 して い

るが､ 別 の 県 で は 遇 う状 況 も あ っ た｡

* * *
望 崖 県 で は ｢口 付 任 務 鼠 を基 準 と して 生 産 血 推 定 とfl付 比 率 の 確

定 を 行 い､ そ の 結 架 を農 村 に押 し付 け下 達 す る冨呉っ た方法 が流 行 し､

実 際 の 生 産 宜 と鼎 家 の 消貨 ･保 留 基 準 に基 づ いて 口 付 瓜 を決 定 して

い な い ｣状 況 が あ っ た (証 14)｡

つ ま り､ 口 付 任 務 が 上 か ら推 定 され て 締 りて 来 るの で､ ｢利 に よ

っ て は 口 付 比 率 が 80%以 下 に 留 ま り､ 低 い と こ ろ で は 66.8%で あ っ

た｡ だ が 別 の 村 で は f1付 比 率 が 100% に な る ｣ な ど まち まち で あ っ た｡

つ ま り､ 下 達 さ れ た f3付 任 務 が 実 際 の ｢余剰 食 拙 ｣ よ りも多 い場 合

に は､ 日 付 比 率 も生 産 虫 も高 め に操 作 され る し､ 逆 に任 務 が少 な い

と こ ろ で は そ れ につ れ て 生 産 宜 も 低 く操 作 され る の で あ る｡

例 え ば､ 同 県 第 8区 の 白前 頭 村 で は､ 実 際 の 耕 地 面 相 が800haな

の に 日 付 任 務 が 多 い の で 耕 地 面 椙 が 909haに操 作 され て 報 告 され た と

い う｡

こ こで は f7付 丑 が 先 験 的 に決 定 され て い る の で､ r定産 ｣ ｢定 踊｣

の過 程 は 正 当 な 手 続 き を 踏 ん で 行 わ れ ず､ た だ との農 家 に買付 任 務

を割 り当 て る か とい う村 内 の 利 書 調 整 の 問 題 を解 決 す るプ ロセ ス で

しか な か っ た と思 わ れ る｡

* * *
次 に､ 申 安 頻 第 2区 の 新 立 村 の 群 例 を取 り上 げ るが､ そ こで は

｢三 定 到 戸 ｣ の 過 程 で､ 村 内 の買 付 任 務 の配 分 が 殿 家 間 の 帽 層 差 を
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無 視 して 均 等 に割 り振 られ た 問 屈 を紹 介 して い る (証 15)｡

ま す､ ｢定 座 ｣の 耕 地 の 等 級 区 分 の 隙 に､ 儲 業 税 の 訣 税 基 準 が そ

の基 準 と して 掴 用 さ れ た｡ 同 村 で は､ 耕 地 は 5等 ･35奴 に分 か れ て

い た｡ 同 村 の 1,239haの 耕 地 は､ 8135級 の 間 に あ っ た が､ 1等 地 (

32-35級 ) は 601la､ 2等 地 (22-31級 ) は 179ha､ 3等 地 (18-21級 )

は 780ha､ 4等 地 (ll-17級 ) は 200ha､ 5等 地 (8-10級 ) は 20haと い

う状 況 で あ っ た｡

しか し､ こ の 区 分 は 農 業 税 の 徴 収 を 開 始 した時 点 の もの で､ そ 礼

以 降 土 地 条 件 は 変 化 して い る の に改 定 さ れ て い な か っ た｡ そ の た め､

同 じ 18級 で も､ ｢新 笛 戯 ｣の 実 際 の 単 収 は 1,350kg､ ｢貴 腐 ｣ の 単 収

は 1,150- 1,200kgで あ っ た｡ そ の た め､ この 等 級 区 分 は 実 際 の 収 Ei

を 反 映 で きず､ しか も上 層 農 家 に有 利 に 下 屑 腿 家 に不 利 に結 果 して

い た｡

ま た単 収 の 評 価 に して も､ 実 施 細 則 で は r当地 の 主 賓 穀 物 の 混 合

重 畳 で 定 め る ｣ とさ れ て い た が､ 同 村 で は､ コ ウ リャ ン､ トウ モ ロ

コ シ､ 粟､ 小 麦､ 大 豆 の 単 純 平 均 で 計 算 して い た｡ 本 来 は､ 作 物 間

で 一 定 の 換 芹 比 率 を決 め て 算 出 す べ き だ っ た が､ 単 純 平 均 さ れ た の

で ｢多 収 丑 作 拘 (トウモ ロ コ シ な どの 雑 穀 一菅 沼 )の 生 産 農 家 は､

価 格 が 低 い作 物 な の に収 丑 が 商 い か ら収 宜 が 高 くな り損 を す る ｣ と

い う状 況 が 生 ま れ た｡ しか し､ r貧 農､ 下 層 中 段 や 新 規 に転 入 して

き た 入 植 農 家 な ど生 産 条 件 の 良 くな い 農 家 に とっ て不 利 ｣ で あ っ た｡

つ ま り､ 耕 地 条 件 の 良 くな い 農 家 で は トウ モ ロ コ シ な どの 自給 的 性

格 の 強 い雑 穀 の 作 付 け が 多 い た め､ 小 麦､ 大 豆 な ど商 品 的 性 格 が 強

く価 格 の 高 い 作 物 と 区別 な く物 見 単 位 で の み 評 価 され､ 価 格 で 評 価

さ れ な け れ ば､ 生 産 丑 が 高 め に 見 械 られ 只 付 丑 も 多 くな りそ れ だ け

不 利 に な るの で あ る｡

こ の よ う に､ 実 腰 の ｢定 座 の結 架 を 見 る と富 裕 中 農 ･富 農 に有 利

にな っ て ｣ い た 背 崇 に は､ 村 三 定 委 員 会 9名 の 相 成 貝 は 中 農 が 4名

を 占 め て お り､ 定 座 の 時 に は 新 た に中 段 の 互 助 組 長 な ど も参 加 さ せ､

他 方 で 貧 段 は "カ ヤ の 外 " に お か れ る 状 況 が あ っ た｡ この よ う な 状
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祝 が 県 委 員 会 の 知 る と こ ろ に な る や､ 邦､ 区 工 作 組 が 同 村 の r三 定

委 員 会 ｣ に働 き か け て ｢定 座 ｣方 法 を是 正 させ た と言 う｡

こ の 階 層 的 格 差 が 存 在 す る農 家 間 の ｢三 定 到 戸 ｣ に対 す る不 公 平 /

感 が 是 正 され る 前 後 の 状 況 を､ 個 別 -gI例 か ら整 理 した の が 衷 10- 7

で あ る｡

こ こ か らは､ ｢1‡戯 ｣や ｢下 層 rrl戯 ｣ の耕 地 の 等 級 区 分 や 収 瓜 の

評 価 が 下 方 修 正 され､ ｢Wr富 農 ｣ の そ れ が 上 方 修 正 され た こ とが 推

認 で き る

* * *

以 上､ 3つ の 県 の 串 例 か ら食 粗 口 付 け の ｢三 定 到 戸 ｣政 雄 の 実 施

過 棺 で 宛 生 した 舛 な る傾 向､ 次 元 のrul題 を紹 介 したが､ 次 に これ ら

の 事 例 か らい くつ か の 論 点 に つ い て検 討 を)Juえ る｡

まず､ ｢三 定 到 戸 ｣の 実 施 過 程 の相 中 の 傾 向 につ い て で あ る が､

一 方 で､ 農 村 内 部 で は､ 食 旭 の 日 付 鼠 を如 何 に少 な くす る か と い う

抵 抗 が あ り､ 他 方 で は 実 際 の 収 丘 や 農 家 の 消 炎 の 必 蟹 を考 慮 す る こ

とな く一 方 的 に日 付 任 務 を下 達 す る傾 向 が存 在 して い た｡ だが､ 本

項 冒頭 で 紹 介 した 黒 屯 江 日報 の 社 説 が 示 す ｢三 定 到 戸 ｣政 津 の 留 意

点 か ら判 断 す れ ば､ 後 者 の 傾 向 が 一 般 的 で あ っ た様 に思 わ れ る｡ ま

た､ 寧 安 県 の 串 例 を 含 め て､ 省 機 関 や 県委 員 会 の 指 導 が入 る こ と に

ょ っ て 前 者 の よ う な 傾 向 も掬 汰 さ れ た と も判 断 で き る｡

次 に､ ｢定 座 ｣の 隙 の 耕 地 の等 級 区 分 の 基 準 に つ い て検 討す る｡

当 時 の 農 村 で は 排 地 条 作 の 評 価 基 準 が 複 数 あ り､ そ れ が ｢定 座 ｣

を ･･混 乱 " さ せ る 要 因 に な っ て い た｡ つ ま り､ 桝 地 は 農 業 税 の 課 税

対 象 に な っ て お り､ 初 級 社 で は r地 租 ｣ と言 う耕 地 の 出 資 高 配 当 が

あ っ た｡ だ が､ 技 林 県 の 事 例 で は ｢地 租 ｣は 低 め に設 定 され て い た｡

農 業 税 も､ 申 安 県 の ¢ 例 で は､ 徴 収 が 開 始 され て 以 降 引 き上 げ られ

る こ とは な か っ た｡ これ らは､ 本 来 な らば い づ れ も耕 地 の 価 値 評 価

を前 提 に な さ れ る も の で あ っ たが､ 実 隙 の逆 用 に際 して は 低 め に調

整 さ れ て い た の で あ る｡ 当時､ 農 家 間 の 相 対 の排 他 の ヂ日貨が どれ ほ

どriBH消 して い た か は 不 明 で あ るが､ 場 合 に よ って は政 削 こ左 右 さ れ
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衷10-7 ｢三定到戸｣政顕 と脱穀の階層性の考慮

(寧安原 第 2区 新立村､ 1955年)

階層 .氏名 耕地面相 修正前 修正後

貧農 貨朝艮 2等地 3等地

下層lP農 3.85伯 ｢定座 ｣ 6,430.5kg 5,56JI.5kg

桑立瑚 (坤収 1.670 kg) (単収1,455.3kg)

新富腿 郭継生 9.5伯 ｢定産｣ 11,875 kg 13,000 kg

(単収 1,250 kg) (単収1,368.5kg)

｢定牌 ｣ 4.545 kg 5,382 kg

(販売率38.3%) (版元率41.4%)

新富戯 規脚等 ｢定座 ｣ 11.311.5kg 12,089.5kg

｢定)!仲｣ 5,581kg 6,476.5kg

資料 : r糾正定座定月井中的平均主義作法｣,黒滝江 El報1955年11月23E).

註 :表中の r版元率｣とは､生産盛に対する版元良の百分比であり､ ｢余剰金

耀｣に対する買付比率 とは異なる｡

Jb-3

な い 農 家 間 の 小 作 料 も存 在 した か も知 れ な い｡ 純 か に､ 政 肘 に よ る

人 為 的 な 排 他 の 価 値 評 価 が 複 数 存 在 す れ ば､ そ こで､ 実 際 の 収 虫 を

基 礎 に ｢定 座 ｣ を新 た に行 う こ とは､ 政 弗 的 原 馴 こよ る耕 地 評 価 の /

基 準 が さ らに 増 え る わ け で あ り､ 末 端 の Rl村 で そ れ らが錯 綜 し､ 場

合 に よ っ て は 各 局 面 で 都 合 の よ い基 準 が 勝 手 に適 応 さ れ る現 象 が 発

生 す るの は 当 然 で あ っ た と言 え よ う｡

そ の 意 味 で､ 寧 安 県 の 事 例 で 農 業 税 の 桝 地 の 等 級 区 分 を援 用 した

こ とは､ 混 乱 の 拡 大 を抑 え られ る方 法 の 一 つ で あ っ た と考 え られ る｡

しか し､ 労 働 力 や 役 畜 な ど生 産 条 件 に恵 ま れ た富 裕 戯 家 の 方 が, 何

年 か 後 に は綻営 他 の 等 奴 が 上 が る可 能 性 を前 提 にす れ ば､ 貧 困 戯 家

に不 利 に な る の は 必 然 で あ り､ そ の点 で は 戯 菜 税 の 桝 地 等 級 区 分 の

援 用 は､ 富 裕 脱 家 間 の合 意 を と りつ け る ため にの み 便 利 で あ っ た の

か も知 れ な い｡

ま た､ 同 県 の 耶 例 で は､ 会 場 作 物 の収Iaが 作 物 問 の 換 算 の必 要 を

考 慮 せ ず に物 虫 単 位 で 平 均 さ れ て ｢定 産 J が 行 わ れ､ 多収 見 作 物 那

不 利 にな る こ とが 指 摘 さ れ た｡ これ は､ これ ま で 指 摘 して き た食 描

増 産 政 韓 が トウ モ ロ コ シ な どの 多 収 良 作 物 の 増 産 を奨 励 して き た こ

と と関 わ るの で こ こ で特 に検 討 して お く｡

寧 安 県 の 関 越 は､ 一 方 で は 実 施 細 則 で は ｢農 家 の 生 産 畳 の 確 定 は､

当地 の 主 賓 穀 物 の 混 合 虫 虫 で 定 め る J とか r村 全 体 の 平均 単 収 を J

と言 わ れ る だ け で､ 実 際 に こ の 平 均 値 を どの 様 に 持 出 す れ ば 良 い の

か 示 さ れ て い な い こ とか ら発 生 した混 乱 で あ っ た｡

だ が､ 他 方 で 作 物 間 の 価 格 差 を考 慮 した換 許 の 閲 願 が残 され る こ

と に な る. 塞 lo- 8 を利 用 して検 討 す る (た だ し､ 賃 料 の 制 約 に よ

り､ 1957年 の 熊 屯 江 省 の 食 掘 作 物 の単 収 と全 国 の 買 付 価 格 の デ ー タ

を利 用 す る )｡

まず､ 単 収 の み を 比 較 す る と小 麦 100に対 して､ 大 豆､ コ ウ リャ ン､･

粟 の 順 で 1.1- 1.2倍 へ 高 くな り､ トウ モ ロ コ シは 1･5倍 弱 にな る｡ 仮 l

に､ この 5つ が 同 両 税 づ つ作 付 け され て い る とす れ ば､ 平 均 単 収 は

小 麦 100に対 して 120とな るC この 場 合 に 平均 を超 え る の は､ トウ モ



表 1018 食械作物のili収と価格 に側する参考滋 (1957咋 )

軸収 Bi収比 1.1付価格 1ha当評価好i

kg/ha 元/JOOhg (試f7)

小麦 855 100.0 8.93 76.35

大豆 990 日5.8 8.20 81.18

トウモロコシ ).215 149.1 5.58 7115

莱 1.035 )21.I 5.59 57.86

コウ リャン 1,005 日7.5 5.26 52.86

in純平均 1.028 l20.2 6.76 69.49

註 :i.ilt収比､ 相対JLn格および Iha当評価矧比は､小安を100とした数胤

2.in収は如屯江省の数値であ り､ 只付仙格は全国のrf'等級穀物 (100kg当

り)の数値｡

資料 :1.坤収は黒滝江省統計局崩 F崩滝江統計年別 , 1987年, 中国統計Lu版

社,p178, による｡

2.只付価格は農牧漁業部計画司 f農業経消Yi料 (1949-)983)A1983年,

p492-493.による｡

!琵ヨ

ロ コ シ に な る｡ 次 に､f7付 仙 指 を 基 準 に作 物 間 の 単 収 を換 算 して 1

ha当 評 価 敬 を 比 較 す る と､ 大 豆､ 小 麦､ トウ モ ロ コ シ､ 粟､ コ ウ リ

ャ ン の 脈 に な る｡

寧 安 県 の 砂 例 で､ 作 物 の 価 格 差 を考 慮 しな い で 単 純 に 平 均 単 収 が

決 定 さ れ た が､ こ の 場 合 トウ モ ロ コ シ の み が 大 幅 に 平 均 単 収 を 超 え

る こ と に な る の で､ トウ モ ロ コ シ を作 付 け た 排 他 は 上 等 地 に 区 分 さ

れ る 可 能 性 も あ る し､ 当 年 の 只 付 足 も 多 くな る｡ ｢貧 農 ｣ ｢下 層 中

農 ｣ は､ そ れ に 対 して 価 格 差 を 考 慮 す る こ と を主 張 した が､ そ う す

れ ば 最 も 商 い の は 大 豆 で あ り､ トウ モ ロ コ シ を作 付 け た戯 家 の 口 付

丑 は 小 麦 を 作 付 け た 旗 家 に次 い で 少 な くな る｡

こ の 場 合 に､ 下 情 農 家 は 単 収 の 商 い 従 来 自給 的 性 格 の 強 か っ た ト

ウ モ ロ コ シ を Bi点 的 に作 付 け て い たの だ が､ 多 収 瓜 作 物 の 生 産 を 提

唱 し た 国 家 の 食 槻 増 産 政 熊 と の 関 迎 で 読 み 変 え れ ば､ トウ モ ロ コ シ

な どの 作 付 け を 保 証 す る に は 価 格 差 を 考 慮 した ｢定 座 ｣ を 行 う 必 要

が あ っ た の で あ る｡

た だ､ こ の 吉頚論 は こ の 限 りで あ っ て､ す で に第 1m で 考 察 した よ

う に トウ モ ロ コ シ を 作 付 け る こ と は所 得 増 大 に結 び 付 き に くい か ら,

｢定 座 ｣ の 際 に この よ う な 配 慮 を した と して も トウ モ ロ コ シ の 作 付

け を 刺 激 で き る こ と を 簡 単 に 結 論 す る こ とは で き な い.

C )農 家 間 の 食 耀 調 整 - "第 二 の 食 掘 口 付 け " に よ る農 家 余 剰 の

統 制 強 化 一

農 家 の 会 規 不 足 の 解 決 に つ い て は す で に制 度 的 に論 じた が､ ｢三

定 到 戸 ｣ 政 熊 の 実 施 細 則 で は 国 家 に よ る食 視 の 供 給 ( ｢定 崩 ｣ ) は

む し ろ補 完 的 な も の と して 位 置 づ け られ､ 主 と して f7付 任 務 完 成 後

の 農 家 間 の 調 整 に よ っ て 解 決 す る こ とが 示 さ れ て い た｡ そ して､ 小

論 で d)検 討 の 中 で は EH寸任 務 完 成 後 に ｢余 剰 食 粗 ｣ を さ ら に 区､ 村

レベ ル で 軌 貝 す る こ と は､ 本 来 ｢余 剰 食 粗 ｣ 部 分 の 持 っ て い た瑞鳩
糊 な どの リス ク を 和 らげ る機 能 を 縮 小 さ せ る こ と を意 味 し､ 農 家 の

生 楢 の 不 安 定 額 因 を 増 大 さ せ か ね な い こ とを 指 摘 した｡
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そ こで 本 項 で は､ この 農 家 間 の 過 不 足 訓 軽 の 状 況 を 呼 鮒 兜､軸比

県 お よ び 綜 化 ,Q の 三 つ の 邸 例 か ら考 群 す る｡ な お 本 Fl･jで は､ ｢三 定

到 戸 ｣政 頻 が 施 行 さ れ る 前 の 1954年 か ら1955年 上 半 州 の 食 掘 調 整 の

状 況 も含 め て 考 察 さ れ る｡

ま す､ 呼 蘭 県 と細 江 県 の 事 例 か ら1954年 の 食 粗 口 付 け以 降 の 食 ‡崩

調 整 の 状 況 を 考 察 す る｡

呼 蘭 県 第 5区 井 泊 村 で は 全 村 165戸 の う ち 150戸 が食 樋 買 付 け

に応 じた が･ 15戸 は ｢口掘 ｣ が 不 足 した状 1控‖こあ っ た (註 16)｡

そ の た め､ ｢食 耀 不 足 農 家Viま食 税 調 立 が 行 わ れ な い ｣ と思 う よ う
:iJ

に な り､ あ る 農 家 は 馬 を売 却 して 食 糎 を 細 入 し､ ま た 農 村 の 小 学 校

教 員 や 校 長 は 今 後 食 粗 を欄 入 す る機 会 が 与 え られ な い と考 え て 独 自

に借 金 を して F糊大 した｡ 一 方 で､ ｢口 粘=まあ るが 多 く食 べ た い と考

え る 農 家 は 版 売 しよ う と しな い ｣ と い う状 況 が存 在 して い た｡

しか し こ の 間 度日J:､ 村 党 支 部 で 村 幹 部 会 冨点を 開 催 して 討 議 さ れ た

もの の､ 幹 部 は 農 繁 期 作 業 の 指 削 こ忙 し くて ｢不 足 農 家 に 自分 で 解

決 法 を探 させ るべ き ｣ だ と言 う論 調 が 支 配 的 で あ っ た｡

他 方､ 絹 江 県 第 5区 で は､ 1954年 産 の食 樋 口 付 け が 終 7 し た 時

に過 不 足 調 土 用 の 食 櫨 が な くな る とい う事 態 に陥 っ た｡ 当 時､ 区 幹

部 は 買 付 け工 作 が 非 常 に 大 変 だ っ た の で､ 彼 らの 間 で は 一 旦 削 寸け

が 終 わ る と ｢過 不 足 調 整 につ い て は各 村 に不 足 虫 を 申 告 さ せ､ そ の

数 量 に し た が っ て 相 互 の 調 整 を組 織 す れ ば 良 い ｣ と考 え､ 煩 雑 な 指

首 工 作 を 忌 避 し､ そ れ で も羽 生 は う ま くい く と い う考 え が 一 般 的 で

あ っ た｡ しか し結 果 は 不 足 宜 が 余 剰 虫 を 上 回 っ て い た (註 17)｡

そ の た め･ 1955年 2月 と 3月 に､ 県 に対 して 区 全 体 で 1,467tの 食

樋 が 不 足 して い る こ とを 申 告 した が､ 県 は こ れ を批 准 せ ず 農 村 の 食

掘 浪 費 減 少 と困 難 の 相 互 負担 の 原 則 で 解 決 す る よ う に指 導 した｡

こ の よ う に､ 1954年 産 の 金 柑 買 付 け の 結 果､ 戯 村 で 過 不 足 調 整 の

た め の 食 糎 が 払 底 す る "不 足 "状 況 が 死 生 して い た. 1954年 の 口 付

け の 時 期 に は､ 全 国 的 に 食 掘 不 足､ あ る い は 食 樋 の ｢日 付 け過 ぎ ｣

が 関 越=こな っ た が､ この 串 例 で は 殿 村 か ら ｢余 剰 食 柑 ｣ が 吸 い上 げ

路JJ
I

られ て し ま い､ 食 粗 不 足 農 家 の飯 米 保 証 問 班 が 未 解 決 の ま ま忘 れ ら

れ て い た こ と､ 他 方 で 余 剰 の 発 っ た農 家 も食 粘=肖対 を 充 実 させ た い

とい う希 望 が あ り､ 自発 的 な 過 不 足 調 整 も萎 指 して しま っ たの で あ /

る｡ そ して､ 国 家 に対 す る食 提 供 給 - ｢定 箱 ｣ -の 要 求 に反 映 して

い た の で あ る｡

無 論､ 実 際 に は 農 家 に 留 保す べ き ｢口 掘 ｣､ 種 子､ 飼 料 まで も強

制 的 にロ 付 け られ た と言 う事 実 も あ っ た とも考 え られ るが､ こ の 串

例 に 見 る よ う に事 態 は よ り複 雑 で あ っ た.

* * *
こ う して､ 村 レベ ル の 幹 部 が､ 農 家 間 の過 不 足 調 整 の指 串 を放 棄

して い る 状 況 に対 して､･表 10- 9a)に見 る よ うな ｢余 剰 食 柚 ｣ を新

た に調 達 して 不 妊 腿 家 に 供給 す る方坪 が 打 ち .lil,され る こ と にな っ た｡

同 義 で は､ 呼 秘 県 の 射 例 の み が 1954年 度 のrl付 け の状 況 を扱 っ て い

るが (*)､ 他 の 二 つ 一触 江 県 と綜 化 県 - とほ ほ 内容 も同 じな の で､

以 下 で は 同 等 に扱 う (註 18)｡

*: 食 粗 の 日 付 年 度 で 言 う､ 食 耀 年 度 は､ 7月 1日か ら翌 年 の

6月 30日 ま で を指 す｡

こ の 三 つ の 邸 例 に共 通 す る の は ま さ に実 施 細 則 が唱 うよ う に､ 食

硯 の 過 不 足 調 整 を 区 お よ び 村 単 位 で行 う こ とを基 本 方 針 と して､ 国

家 (供 崩 祉 ) に よ る販 売 ･供 給 は 二名 的 な も の と して位 置 づ け られ

た こ とで あ る｡

そ こで 村 レベ ル で､ 特 に綜 化 県 の場 合 は 区 委 員 会 の 工作 組 の 権 力

を バ ッ ク に して 各 段 家 の 不 足 且 の 調査 と査 定､ ｢余 剰 ｣丑 の調 査 が

行 わ れ た｡

そ の 状 況 を 的 江 児 と綜 他 県 の 例 か ら考 察 しよ う｡ まず､ 砲江 県 の

事 例 で は､ 調 査 を行 っ た結 果､ 第 5区 全 体 の 食 粗 不 足 農家 の 戸 数 と

不 足 馴 ま､ 衷10-9b=こ整 理 した よ う に戸数 で 50%､ 不 足 丑 で 120%

削 減 さ れ た｡ そ して この 過 程 で､ ｢本 来､ 界 季捕碓 作 業 州 には 飯 米
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黍lo-9'食犠過不足調整の方法

a)過不足調整?経過と方法 l I

地名 -食鳩中り盤の ., 1間BB点1!メl 膜､ 区の対応 l"lレベルの対応 農家動員の状況

呼蘭全村65戸中 iII_雷雲E=≡喜芸笠 さI (9村内で無利子井泊村1.5戸か不足_ ____卜__ 貸借を組織
i1r tI一I う世 こ､ 村幹部会 (診村､供崩社が食1954年 識.を開催 し､ 状況 穏売買を組織

度買付II _別に解決する吋と @教貝に対 しては供崩社が供給lI に ち._;変更 した

絹江遍1Iー iq)県は②芸芸Jで､l国家供■否嵩 十干J竿*'1翠l村 レベルで余剰 (∋政治教育で､

第5弓19551g I-,I:.′′一､ -血税の洗いだ し車実施 初級社の食権を触償馳通②状箱社が食槻度只.!1..!.I す■Iす良.I 王St 禿月を組紙(診相聞の売買を組織する

紹化遍 ー豊作だLlたが I区委貝岳が工作 ①@L作組が出席 し ① 自力で解決する

4̀5戸が不足 姐を派退 不足農家座談会 (卦余剰農家か らの

十村党委員など を開催する 細入

IiH. I 二に定爺工作の F7:足郎 自己中 ③親戚 .友人か らil,i.I 実施rlを指示l転 させ るIl の借入れ④供A'社が供給

tl.it日 l:(- I- - L I:II吾 妻… ーI)ili トー】
1日妻iHHト l. IIlIIllL;三 をI .

b)過不足言Jl1整巌の変化 と削 り当て

弛江県 節 5区

県､ 区 レベルの不足崖 訓矩JJ-法と数居 (l辞例 )

調査前 調査後

合計 :1.467t 合計 :670L (丑初級社から(2社1

(I.910p-) (1,350戸 ) 無tK触通 5.850kg

うち区内調軽 : 465t 金柑不足村 :7か柑 ②供鋪社が国家供給 :1.002t 亮flを組織 : 4.300kg

食指余剰村 :8カ村村内解決可能:】6力付区内合計 31力村 @農家JH対先日:10.000kg

綜化児 碓河区 弟二村

不足解決方法による分析 1戸当り家族員数 戸数 調整方法と数量

食槻不足農家 3.7人 45戸

自己解決が可能 . 2.0人 2戸

自己朋状 +余剰 3:1人 26戸 自己解決 7.60L
■ 農家より岬入 余剰農家から欄入 :14.25t

親戚 .友人か ら 4.6人 17戸 友人 .親戚から借入 : 5●6t

i5料 :① ｢呼棚非泊村税施進行糧iW.J剤工作｣,崩穏江日報1955年3月4El･

②.rよも砲江El軸L955.5.14｢依罪農拭互助互テ月解決農村欠捕食一拍江県五区調

剤柵食的経験 ｣,別種江 日和1955年5月HEl･

③ ｢維河区二村虫新安排了定弟工作 ｣,熱奄江日報L955年 12月3口.
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が な くな る と 申 告 した農 家 も､ 実 隙 に は 夏 季 作 業 料 ま で の 食 相 が あ

る こ とが 分 か っ た ｣ り､ ｢村 幹 部 は不 足 分 は す べ て 国 家 供 指 に依 存

す る しか な い と考 え て い た が､ 実 際 に は 口 付 け に よ っ て も戯 村 に 余

剰 食 相 が 残 っ て い る こ とが 分 か っ た ｣ と され､ 当 初 報 告 さ れ た 企 粗

不 足 は "虚 偽 の 不 足 " と呼 ば れ､ そ れ は ｢膜 家 は 余 剰 食 粗 が あ っ て

も､ そ れ を 個 人 販 売 す る と 目 を付 け られ る た め､ 売 ろ う と しな い か､

他 人 に委 託 して 隠 れ て 販 売 して い た ｣ か らで あ っ た と総 括 され た｡

ま た 同 時 に､ 全 31力村 を､ 食 椎 が 不 足 し村 外 か らの 供 給 が 必 !Etrな 村､

r余 剰 ｣ が あ っ て 他 村 を)腰肋 で き る村 お よ び 村 内 で 調 蛭 し解 決 で き

る村 に分 類 さ れ て い っ た｡ こ の よ うな 不 足 Blの 徹 底 した 削 減 は, 区

内 (村 間 )､ 村 内 で の 相 互 調 整 を 粗 描 し､ 国 家 か らの 供 給 を軽 減 す

る 方 向 で 進 ん で 行 っ たの で あ る｡

綜 化 県 沖 河 区 弟 二 村 で は､ 1955年 10月 30日 に ｢三 定 到 戸 ｣ 工

作 が 終 7 し､ 不 足 農 家 に つ い て は 超 過 rT付 け した 部 分 か ら各 戯 家 に

560斤 づ つ 版 元 す れ ば 解 決 す る と考 え て 過 不 足 aF司生 を始 め な か っ た｡

そ こ で､ 中共津 河 区 委 員 会 の 工 作 組 の 指 導 が 入 り ｢余 剰 食 視 ｣ の 動

員 が 開 始 され た｡

当 時 の 認 識 は､ 同 村 は 豊 作 で あ り ｢定 産 ｣ も平 年 作 で 計 算 した の

で､ 豊 か な 農 家 は規 定 の f7付 比 率 に よ る残 余 の 部 分 10% と増 産 分 を

留 保 して い る し､ 自給 を よ う や く達 成 で き る程 度 の 農 家 に も増 産 分

は存 在 す る｡ 従 っ て､ ｢まず 節 約 を通 じて 自分 で 持 っ て い る食 粗 を

消 耕 ｣ さ せ､ 一｢そ れ を食 べ 尽 く して か ら国 家 の 食 樋 を Jl押入 す る よ う

に指 導 す る こ とが ｣可 能 で あ る と され た｡

認 識 と して は 楽 観 的 で あ る が､ 実 際 に は 自給 を 達 成 で き るす べ て

の 戯 家 の 食 視 消 炎 を抑 制 す る こ とで､ 不 足 農 家 へ の 供 給 分 を捻 出 さ

せ る こ とが も くろ まれ た の で あ る (*)｡

*: な お､ 派 県 の 渦 西 区 福 合 村 な ど三 つ の 村 の 事 例 で は､

農 家 が f7付 け を 忌 避 す る理 由 と して､ 第 1 に個 人 販 売 を行 い た い､

約 2に 人 間 ･役 畜 に多 く食 べ さ せ た い､ 第 3に客 の 接 待 な ど交 隙

JJ7/

費 を 確 保 した い な どが 挙 げ られ て い る｡ 荊 二つ は 前 節 で す で に触

れ た が､ こ こ に ｢交 際 費 ｣ が新 た に入 って お りRA家 の 食 規 消 世 の

一 つ に､ 単 に生 命 維 持 の た め 以 外 の 部 分 が あ る こ と に注 意 した い /

(巣 奄 江 E]報 ｢福 合 等 村 的 粒 食 『三 定 』宣 伝 工 作 ｣, 1955年 11月

5日. に よ る )｡

ち な み に､ 土 地 改 革 前 の 農 村 で は ｢冠 婚 葬 祭 費 ｣ の 出 井 に よ り

戯 家 が 貧 困 に 陥 る例 が 存 在 したが､ 資 料 で は 明 示 的 で な いが 瓜 家

の 消 費 を考 え る隙 に こ の 点 も無 視 で き な い (策 1編 第 1卓 弟 5

節 B)ITl参 照 ).

* * *
実 際 の 農 家 PEllの 食 樋 の 過 不 足 調 整 は､ 食 掘 不 足 段家 の状 況 に応 じ

て､ 不 足 分 の 調 達 方 法 を 決 定 す る と言 う "需 要 者 " の 不 足 虫 と "釈

給 者 ''の 余 剰 丘 を直 接 対 応 させ る方 法 で 行 わ れ た｡

ます､ 呼 鮒 県 の 井 泊 村 で は 無 利 子 の 貸 借 を組 織 す る方法 が､ 各 農

家 に 少 しづ つ 食 粗 を 節 約 させ て ｢食 権 も現 金 もな い世 群 ｣ に対 して

は 不 足 分 を供 給 す る隙 に採 用 され た｡ 村 政 府 と供 A'祉 に よ る食 槻 売

口 の 組 織 と言 う 方 法 は､ 国 家 に 引続 き食 粗 を売 る農 家 を助 員 して､

現 金 収 入 の あ る 工 芸 作 物 生 産 農 家 に飯 米 な どを供 給 す る場 合 に採 用

さ れ た｡

次 に､ 紬 江 県 第 5区 で は､ 初 級 社 に対 して 政 治教 育 に よっ て 無

償 で 融 通 させ､ そ の 他 に 供 鈍 社 に よ る食 税 元 日 の 組 純 化､ そ して 残

りは 腿 家 間 の 相 対 の 売 買 に任 され る方 法 が採 用 され た｡

暮買化 県 沖 河 区 第 二 村 で は､ ｢自力 で解 決 す る ｣ つ ま り消 費 を

抑 制 させ る､ 余 剰 儲 家 か らの 踊 人 の組 織 化､ さ らに親 戚 ･友 人 か ら

の 侶 入 れ な ど を 行 わ せ､ それ で解 決 で き な い 部分 につ いて は 国 家 か

ら供 給 す る方 法 が 認 め られ た｡

そ れ ぞ れ の 調 整 方 法 の 血 的 な 関 係 を示 した の が 姦 10- 9b=こあ る

狛 江 頻 と綜 化 県 の 例 で あ るが､ 約 江 県 第 5区の 場 合 には､ 村 内 で

解 決 す る村 が 161]村 と一 番 多 い こ と と関 わ っ て 戯 家 間 の 相 対 の売 flが
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半 分 を 占 め て い る｡ そ して､ 綜 化 県 の 場 合 に は豊 作 を 背 削 こして 余

剰 農 家 か らの 踊 人 を組 織 す る 方 法 が､ 村 内 の 調 整 虫 の 約 4割 を 占 め

て お り､ 国 家 か らの 供給 は 全 体 の 20% 弱 に留 ま っ て い る (栄 )｡

*: ち な み に､ 食 柑 不 止 農 家 の 状 況 を表 か ら見 る と､ 上 か ら

｢自 己 解 決 が 可 能 ｣ な 農 家 と 自 己解 決 が 一 部 可 ljEな 戯 家､ 同 家 か

らの 供 給 を 必 要 とす る農 家 の 順 番 で､ 1戸 当 り平均 家 族 口 数 が 和

え て い るo こ こか ら､ 食 糎 不 足 戯 家 とは 家 族 の 多 い 戯 家､ 恐 ら く

家 族 労 働 力 に対 して 扶 讃 家 族 人 口 の 多 い戊 家 で あ る こ とが 確 認 で

き る｡

* * *

以 上 の よ う に､ 食 糎 の 過 不 足 調 整 は､ 主 と して 村 あ る い は 区 の 幹

部 の 指 導 の 下 で 村 内 お よ び 区 内 の 村 岡 の 調 整 と して 行 わ れ た が､ そ

こ で 行 わ れ た ｢余 剰 食 粗 ｣ の 動 員 は､ 本 別 勺に は 国 家 の 買 付 任 務 が

完 成 され て 後 の､ 制 度 上 の ｢余 剰 食 掘 ｣ の 10% の 浅 余 を対 象 に行 わ

れ た も の で あ っ た｡

そ の 意 味 で､ 食 指 調 整 は 国 家 の 買 付 け に続 く村 レベ ル で の "第 二

の 食 櫨 Efl寸" で あ り､ こ れ らの 調 整 が 農 家 の 抵 抗 な く順 調 に進 ん だ

と して も ｢定 輔 ｣ に定 め られ た 以 上 の 消 費 増 大 を 抑 制 しま た農 村 内

流 通 を根 絶 す る作 用 を も た らす も の で あ っ た｡

第 4節 本 章 の ま とめ 一食 櫨 増 産 ･買 付 政 箱 と社 員 の 増 収 間 願 -

本 章 で は 第 8費 と前 帝 第 5茄 の 問 題 提 起 を受 けて､ 食 樋増 産 と

買 付 政 韓 が 初 級 社 社 員 の 所 得 増 大 や 食 掘 消 輿 の 増 大 に どれ ほ どの 意

発 を 持 っ て い た の か を靭 例 考 察 を 通 じて 検 討 して き た｡

本 節 で は こ の 二 つ の 政 韓 と そ の 意 味 に 関 す る分 析 の 結 果 を､ 食 耀

買 付 政 蹄 につ い て は 出 来 る限 り初 級 社 を 中心 に そ れ ぞ れ 総 括 す る｡

A)食 粗 相 産 傾 斜 に よ る社 員 の 所 得 和 犬 の 制 根

Jてj

第 1節 で は 食 糧 増 産 の 問 題 点 を作 目選 択 と増 産 技 術 の採 用 の 二 つ

の 側 面 か ら考 察 した｡

ます､ 初 級 礼 で 食 樋 作 付 計 画 が 実 践 され な い状 況 が あ っ た｡ そ れ

は､ 初 級 社 の 経 営 の 野 菜､ 瓜 知 な どの 商 品 的 性 格 の強 い作 物 や 豆 腐

水 道 な どの 農 産 物 ))u工 業 へ の 傾 斜 を背 崇 と して た｡ そ の原 因 は, そ

れ らは 売 れ 残 りな どの 市 場 リス ク を伴 うが版 元 で きれ ば 高 い現 金 収

入 を 得 る こ とが で き る た め､ 相 対 価格 が 低 い食 視 作 物 の作 付 拡 大 が

制 限 され ざ る を 得 な い か らで あ っ た (邦 1節 A)項 )｡

状 に見 た の は､ 初 級 社 にお いて 食 粒 の JtY.J産 速 JRが緩 慢 で社 員 の 増

組 織 の 混 乱 が 主 要 な 原 因 と して挙 げ られ て い た｡ しか し､ その 背 尿

には 食 柑 作 物 の 中 で も単 収 は 商 い が 仙=各が低 い トウモ ロ コ シな どの

作 付 拡 大 と､ 価 格 の Ig;い 商 品 的 性 格 の 強 い大 豆 な どの 作 付 制 限 と言

う実 態 が 存 在 して い た｡

だ が､ 問 題 は 大 豆 と トウ モ ロ コ シの 国 家 fid付 価 格 の 差 だ けで は な

か っ た｡ む しろ､ トウモ ロ コ シ の 価 格 の低 さ を収 虫 で カ ヴ ア しよ う

と して増 産 技 術 を採 用 しよ う と して も､ 中桝 ･除 草 作 業 の 回数 を増

や す こ と に よ っ て､ 膜 紫紺Jの 労 働 力 軌 員 や 通 州 作 業 の 保 証 の閲 RB那

発 生 す る た め 省 力 的 な作 物 で あ る大 豆 な どが 選 択 され る増 産 技 術 の

普 及 の 問 題 も存 在 して い た (第 1節 B )項 )｡

総 じて､ 価 格 面 で は野 菜､ 瓜 類 >大 豆 > トウモ ロ コ シ と言 う順 で

不 利 に な っ て ゆ き､ トウ モ ロ コシ につ い て は 技 術 的 な リス ク も伴 う

と い う増 産 へ の 限 非 も あ っ た の で あ る｡

こ の よ う に､ 国 家 の 生 産 計 画 に泊 っ た トウ モ ロ コシ な どの 多 収 旦

中耕 作 物 の 選 択 は､ 初 級 祉 社 員 の 所 得 増 大 を 制約 して い た｡ 具 体 的

に は そ れ は 初 級 社 の 儲 業 収 入 の増 大 を ます 圧 迫 し､ 前 車 第 5節 で

見 た初 級 社 の ｢公 税 金 ｣ な どの控 除 が よ り強 め られ た形 で 社 員 の 所

得 増 大 を 圧 迫 す るの で あ る｡

だ が､ 作 目及 び経 営 選 択 を巡 る国家 の 生 産 計 画 と社 員 の対 抗 は･

別 に こ っ の論 点 を新 た に提 起 して い る｡
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一 つ は 初 級 社 に と っ て 国 家 の 生 産 計 画 は そ の 企 粗 ロ イ､J政 坪 とセ ッ

トで 一 種 の 作 付 強 制 とな っ て 作 用 して い た 点 で あ る｡ そ れ は 土 地 改

革 前 の 外 国 市 場 と結 合 した大 豆 の 商 品 生 産 とは 舛 な っ て､ 国 家 に よ

る価 格 の 低 い トウ モ ロ コ シの 作 付 け を 強 制 して い た｡ 1930年 代 に は

世 界 恐 慌 な どの 彫 響 を受 け て 大 豆 作 を 要 と した ｢北 満 ｣腿 某 が 不 調

に陥 っ て い た が､ 1950年 段 階 の トウ モ ロ コ シ の 作 付 強 制 は､ 同 家 が

都 市 へ 供 給 す る 食 樋 を 虫 的 に増 大 させ る た め に初 級 社 に お け る食 粗

生 産 と社 員 に経 済 的 ･技 術 的 リス ク を 負 わ せ る と い う矛 盾 を は らん

だ も の で あ っ た｡

い ま- つ は 生 産 計 画 に対 抗 す る 祉 貝 の 希 望 す る経 営 選 択 の 性 格 に

関 す る論 点 で あ る｡ 考 察 した 事 例 が 郡 市 に近 い の か ど う か は 不 明 で

あ る が､ 副 業､ 視 数 の 品 目 に渡 る野 菜 生 産 は 食 純 生 産 に特 化 した ｢

北 浦 の 大 儀 経 営 ｣ とは か な り異 質 な も の で あ っ た こ とが 指 摘 で き る｡

弟 1帝 の 考 察 に よ れ ば､ こ う した経 営 の 複 合 化 は ｢零 細 戊 ｣な ど下

層 経 営 の 特 徴 で あ っ た｡ 推 論 が 正 しい とす れ ば､ 政 躍 指 導 を外 れ た

自然 発 生 的 な 初 級 社 の経 営 選 択 は､ 経 営 規 模 が 史 的 に 大 き くな っ て

い た と して も､ 質 的 には 旧 来 の ｢零 細 農 ｣ =家 族 経 営 レベ ル (そ こ

で は 急 迫 販 売 が 見 られ た ) と い う低 水 準 の も の で あ っ た こ とが 考 え

られ る｡ 従 っ て､ 国 家 に よ る 食 耀 生 産 へ の 特 化 の 強 制 は､ 自給 生 産

と急 迫 販 売 的 作 目選 択 に特 徴 付 け られ る ｢零 細 農 ｣ レベ ル の 初 級 社

とは 罪 状 元 の も の で あ っ た｡ こ の こ と は､ 初 級 社 が 土 地 改 革 に よ っ

て 創 設 さ れ た 家 族 経 営 の 単 純 な 寄 せ 娘 め に過 ぎず､ 決 して 旧 来 の ｢

大 農 ｣経 営 水 準 の 経 営 を実 現 した もの で は な か っ た こ との - 表 現 で

あ る と思 わ れ る｡

B )食 柑 口 付 政 熊 に よ る戯 家 の 食 樋 消 炎 ･利 用 の 改 変､ 制 限

食 視増 産 政 坪 と結 び つ い た 食 粗 口 付 改 鋳 の 展 開 は ま た独 自の 閲 題

点 を 内 包 して い た｡

初 級 社 設 立 の 実 験 期 に は､ 初 級 社 の 社 員 で あれ 農 家 毎 に食 粗 売 り

渡 し を助 貝 す る 方 法 が 採 用 さ れ､ あ く ま で も )良家 の 自発 性 を粋 虚 し

f･ア∫

て 買 付 け る こ とが 弧 訓 され た｡ しか し､ 実 際 には､ 県 ･区 委 員 会 -

村 党 支 部 - ｢紙 極 分 子 ｣ と言 う軌 月 の 手 順 を摘 み な が らも､ 個 々 の

顔 家 に ｢説 得 ｣ や ｢教 育 ｣ を通 じて 予 め 調 査 して 瓜 的 に把 握 した 食

樋 を 強 制 的 に 吐 きLLJ.させ る もの と して 存 在 した｡

1955年 に な っ て ｢三 定 到 戸 ｣政 餌 が 採 川 され た が､ それ は初級 社

を単 位 とす る 口 付 け を承 認 した こ と､ 農 家 の 飯 米､ 種 子､ 飼 料 な ど

の 留 保 丘 を 県 政 府 か ら示 して それ らを 予 め評 価 した収 機血 か ら控 除

した 後 の ｢余 剰 金 粗 ｣ を 9割 が た EL付 け る こ と､ ま た食 柁 不 足 瓜 家

の 消 炎 部 分 は 田 付 け が終 7 した後 に村 ･区 を単 位 と して 腿 家 間 の 過

不 足 調 整 に よ っ て 補 充 され る こ と､ の 3点 を特 徴 と して い た (第 3

節 A)項 )｡

実 際 の ｢三 定 到 戸 ｣の 実 施 過 程 で は, 計 画 買 付 血 が 県 か ら下 達 ざ

れ､ そ れ を前 提 に収 虫 を主 観 的 に決 定 し口 付 任 預 を農 家 に割 り当 て

て ゆ く傾 向 が 存 在 した｡ さ らに､ 収 虫 を決 定 す る ｢定 座 ｣の 過 程 で

は､ す で に農 業 税 の 誹 梯 基 準 とな る平 年 生 産 立､ 初 級 社 にお け る ｢

土 地 稚 酬 J の 土 地 評 価 な ど複 数 の 基 準 が存 在 して お り､ ま たそ れ ら

は 低 く抑 え られ て い た た め 実 収 虫 に基 づ く耕 地 の 等 級 区分 や 平 年 収

虫 の 確 定 を改 め て導 入 す る こ とで 混 乱 も発 生 して い た｡

こ の よ う に､ 1955年 前 後 で 食 視 口 付 けの 方 法 は 変 化 したが､ そ こ

に見 られ た農 村 に お け る の食 糧 消 費 ･利 用 の 側 面 か ら見 た食 樋 只 付

けの 問 雌 点 は 極 め て 共 通 して い た｡

まず 農 家 の 状 況 か らみ る と､ 農 家 は金 柑 を 自家 消 費 (飯 米､ 種 子､

飼 料 )､ 商 品 畑 人 の た め の貯 蓄 分 (交 際 費 を 含 む )､ あ る いは 市 場

価 格 の 季 節 差 を 利 用 した版 亮 や 利 子取 得 の ため の 貸 し付 け･ な どの

消 貨 と利 用 の 慣 習 を持 っ て い た｡ そ して､ 少 な く とも約2着 は 増 大

す る 傾 向 に あ っ た｡

こ の 3つ の 消 資 ･利 用 方 法 は決 して す べ て の戯 家 が 共 通 して 行 っ

て い る も の で は な く農 家 の 階 層 差 と関 迎 して い た｡ まず､ 貧 困 農 家

に と っ て は 端 境 期 の 飯 米 椛 保 が 最 大 の 課 題 で あ り､ ｢中 段 ｣は この

点 と余 裕 が あ れ ば 商 品棚 人 の た め に貯 蔵 して お く傾 向 を持 って い たo
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宵 裕 廃 家 は､ 企 樋 が 十 分 に あ る の で 市 況 を 見 て 版 ク･eLた り､ ま た 他

農 家 へ の 貸 付 を 通 じて 逆 用 を 図 る 点 に特 徴 が あ っ た｡ そ して､ 彼 ら

の 食 鳩 販 売 や 貸 付 は､ 貴 国 農 家 に とっ て は?識鳩 州 の 不 足 した飯 米 の

良 質 な 調 達 源 で あ っ た｡

そ れ に対 して､ 会 場 口 付 政 舛 -一 特 に ｢三 定 到 戸 ｣政 坪 一一 は､

自家 消 費 部 分 と償 業 税 (現 物 税 ) を控 除 した後 の ｢余 剰 食 柑 ｣ を 収

穫 後 の 一 時 期 に f7付 け､ さ ら に残 っ た食 鳩 も 自家 消 貨 部 分 が 不 足 す

る農 家 に 融 通 さ せ る もの で あ っ た｡ つ ま り､ 国 家 に よ るfl付 け と､

区､ 村 単 位 で の 過 不 足 調 整 の た め の 食 1F_rd動 員 と言 う､ 二 段 階 の "口

付 け " が 行 わ れ た の で あ る｡

従 っ て､ 農 家 に と っ て は 自家 消 款 分 の 増 大 も､ 商 品 J!.q人 の た め に

小 出 しに 会 場 を販 売 す る こ と も､ 当然､ 市 況 を 見 た販 売 や 貸 し付 け

もす べ て 不 可 能 にな るの で あ る｡ さ ら に虫 安 な 間 脳 は､ 過 不 足 調 整

の 後 に 貧 困 農 家 が 踊 場 糊 に さ らに飯 米 が 不 足 した 場 合 に､ 食 相 を 借

りた くて も富 裕 農 家 に食 樋 が 残 っ て い な い場 合 も 生 じ得 る の で あ っ

た｡ そ の た め に､ 実 際 に は ｢余 剰 食 樋 ｣ の販 売 の 忌 避 や 収 虫 の ご ま

か しが 農 家 や 村 単 位 で 行 わ れ る状 況 も発 生 したの で あ る｡

ま た､ 初 級 社 にお い て は種 子 や 飼 料 は 初 級 社 に 留 保 され る た め､

農 家 の 食 樋 消 貨 と利 用 の 余 地 は さ らに狭 め られ る こ と に な る｡ ま た､

食 樋 の 増 産 に 成 功 した事 例 で は､ そ の 増 産 分 の か な りが 販 売 に軌 貝

さ れ た り､ 販 売 収 入 も消 費 で は な く ｢底 辺 世 帯 ｣ の 社 員 も含 め て 生

産 投 資 に 軌 貝 さ れ る こ とが 考 察 さ れ た｡

* * *
総 じて､ 食 粗 増 産 は 祉 貝 の 所 得 増 大 に とっ て､ 必 ず しも有 利 で は

な く､ む しろ 増 産 を 達 成 で き な い 技 術 的 リス ク を 伴 う もの で さ え あ

っ た し､ 食 椎 の 口 付 け は 農 家 間 の 過 不 足 調 聖 とセ ッ トに な っ て 農 家

が 自 らの 裁 丑 で 行 え る食 粗 消 費 (増 大 ) や 利 用 の 余 地 を奪 う も の で

あ り､ 特 に下 層 農 家 に と っ て は 翌 年 の 収 機 ま で の 農 家 経 済 の 不 安 定

要 因 を増 大 さ せ る も の で あ っ た｡
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註 1: 呼 材 料 の 状 況 は､ ｢超 什 歴 阻 礎 実 現 粗 食 捕 碓 計 画 ｣ 黒 竜
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作 社 的 紺 融 ｣, 黒 海 江 日報 1955年 3月 27日. に よ る｡
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日報 1955年 3月 27日. 及 び ｢中 共 阿 城 児 委 決 定 加 丸 対 段 業 生 産 合 作
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生 産 合 作 祉 生 産 増 長 的 速 度 太 恨 談 起 ｣, 黙 砥江 El報 1955年 2月 23E].

に よ る｡

註 5: 以 下 の 克 東 県 に隣 接 す る克 山 県 の 状 況 は, ｢中 共 克 山 県

委 員 会 克 山 県 委 召 閲 先 進 農 業 生 産 合 作 社 代 表 会 吉議的 経 験 ｣, 熊

竜 江 日報 1955年 3月 26日. に よ る｡

註 6: 以 下 は､ ｢社 論 一重 視 絶 江 等 地 口 粗 試 点 工 作 的 経 験 ｣,

黒 海 江 日報 1953年 12月 4日. に よ る｡

註 7: 以 下 は､ ｢中 共 脂江 県 委 員 会 純 江 同 興 村 g･))員 農 民 売 東

根 的 経 験 ｣, 黒 屯 江 El報 1953年 12月4日. に よ る｡

註 8: 以 下､ 細 江 県 の 邸 例 は 註 7に同 じで､ 白城 県 の 事 例 は ｢

関 鎚 在 於 教 弔 旗 民 一 白城 槻 下 村 軌 貝 脇 民 売 粗 的 経 験 ｣, 黒 奄 江 El

報 1953年 12月 6日. に よ り､ 綜 化 ,Q の事 例 は ｢筋 化 興 利 村 動 員 富 裕

腿 民 売 樋 的 経 験 ｣, 黒 竜 江 日報 1954年 1月 16EIp に よ る｡

証 9: 以 下 は､ r改 変 旧 習憤 節 約 掘 食, 拡 大 明年 生産 J, 黒 竜

江 日報 1953年 12月 2日. に よ る｡

註 10: 以 下 は､ ｢中 共 黒 奄 江 省委 員 会 打 鳩 尾 多, 社 員 収 入 最

多 一介 和 白城 県 東 井 村 ru相 浦 農 業 生 産 合 作 祉 ｣, 巣 削 工E]報 1954

11三1月 8日. に よ る｡

註 11: 同 細 則 は､ 黒 滝 江 El報 1955年 9月 30日 に よ る｡

註 12: 以 下 は､ ｢祉 論 -切 実 倣 好 腿 村 税 食 『三 定 』到 戸 工 作 ｣,

,FA海 法 日報 195511二9月 20日. に よ る｡
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註 13: 以 下 は､ 粒 林 県 の 事 例 は ｢黒 滝 江 省 監 察 庁 従 托 林 兜 粗

食 『三 定 』 工 作 中 看 到 的 問 題 ｣, 黒 竜 江 El稚 1955年 11月 18El. に

よ る｡

註 14: 以 下 は､ ｢不 能 用 任 務 套 産 丑 利 畑 率 J. 黒 滝 江 EJ報 1955

年 11月 5日. に よ る｡

註 15: 以 下 は､ ｢糾 正 定 座 定 牌 中 的 平 均 主 義 作 法 ｣, 黒 竜 江 日

報 1955年 11月 23日. に よ る｡

註 16: 以 下 は､ 呼 蘭 県 の 事 例 は､ ｢呼 蘭 井 泊 村 税 極 進 行 掘 食 調

剤 工 作 ｣,熱 海 江 El報 1955年3月 4EL に よ る

註 17: 以 下､ 脂 江 県 につ い て は､ ｢依 茄旗 民 互 助 且 済 解 決 Jil村

欠 粗 食 一細 江 県 五 区 調 剤 掘 食 的 経 験 ｣, 熊 屯 江 日報 1955年 5月 14日

に よ る｡

註 18: 以 下､ 絹 化 県 に つ い て は､ ｢串lま河 区 二 村 血 新 安 排 7 定 崩

工 作 ｣, 親 屯 江 El報 1955年 12月 3日. に よ る )
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第 11帝 初 級 祉 設 立 州 の 富 裕 殿 家 と貧 困 JiR家 の 動 向

こ れ ま で 本 編 で は､ 初 級 祉 内 部 に お け る合 作 化 と家 族 経 営 の 対 抗

関 係 を 分 析 して き た｡

本 章 で は､ 初 級 社 の 設 立 を 良 家 の 階 層 変 動 との IXJ過 で 考 察 す る こ

とが 課 題 で あ る. 主 な 論 点 は､ こ の 時 Juに家 族 経 営 の 経 営 展 開 は ど

の 様 に進 ん で い た か､ そ れ が 合 作 化 に よ っ て どの 様 な 影 響 を受 け て

い た の か で あ る｡ 後 者 に つ い て は 個 別 経 営 を 行 っ て い た戯 家 が ど の

様 な 経 純 で 初 級 社 に 加 入 して き た の か が 考 察 され る｡

第 1節 JEl家 の 地 域 Fii]移 gi))の 制 限 と ｢移 民 ｣政 鐸

こ こ で は 初 級 祉 設 立 州 の 農 村 人 口 の 地 城 川j移 軌 と､ それ に対 して

採 られ た 政 雄 的 摺 檻 を 考 察 す る｡ そ れ が､ JLB村 の 側 の 如 何 な る原 田

か ら発 生 した の か を 由 ち につ ま び らか に す る こ とは 出 来 な い し､ 上

地 改 革 前 と比 較 で き る デ ー タ も示 し得 な いO

そ こ で､ 断 片 的 仰 報 か らで は あ る が､ 段 村 か ら都 巾 へ の 人 口 流 入

-- ｢盲 琉 ｣ --､ 関 内 (山 海 f対以 南 )か らの 移 住 者 の 流 入 と､ 郡

市 の 人 口 を 段 村 に定 石 さ せ る 移 民 政 韓 との 閲 辿 を 明 らか に して ゆ く｡

ま す､ 戯 村 か ら都 市 部 へ の 人 口 移 軌 に つ い て 1954年 の 状 況 か ら考

察 す る (註 1)｡

当 時 は､ 省 内 全 体 と して r都 市 や 林 業 地 区 に近 い各 県 農 民 の 都 市

･林 業 部 門 へ の 流 入 が 深 刻 で､ こ の 現 象 は こ れ 以 外 の 地 域 で も 多 か

れ 少 な か れ 存 在 す る ｣ と 言 う 状 況 が あ っ た｡

す で に 前 年 の 1953年 4月 に 中 央 人 民 政 肘 政 務 院 は 全 国 に 向 け て ｢

良 民 の 盲 目的 な 都 市 へ の 流 入 を 阻 止 す る こ と に関 す る指 示 ｣ を 通 達

して い た が､ こ の 耶 態 は 省 当 Fiに よ っ て ｢各 林 業 部 門 と各 県 党 委 員

会 ･人 民 政 肘 が 政 務 院 の 指 示 を其 剣 に L.1徹 して い な い こ と を反 映 し

て い る ｣ と して､ ま た r現 在 の 春 季 捕 椎 邸 鵬 作 業 淡 び 描 種 作 業 の 進

行 に 彩 管 す る｡ 同 時 に､ 郡 市 の 社 会 秩 序 の 渦 乱 を 誘 発 し､ 郡 市 工 作

に 困 難 を も た らす ｣ も の と して､ 深 刻 に 受 け 止 め られ て い たo

同 資 料 で は､ 併 せ て 4地 域 の 状 況 が 紹 介 さ れ て い る が, そ れ は 戯
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村 の 労 働 力 が 半 ば 非 合 法 な ル ー トを通 じて､ 郡 市 や 林 業 部 門 へ 入 っ

て き た 事 例 で あ るC そ の 方 法 を 前 も っ て 整 理 して お くな らば､ 農 村

の 労 働 力 が 郡 市 や 林 業 部 門 な ど国 営 部 門 に就 業 す る た め に は､ 制 度

的 に は 居 住 地 域 の 県､ 区､ 村 政 肘 の 紹 介 状､ 就 業 先 の 地 方 労 働 行 政

部 門 の 承 認､ 就 業 先 の 招 調 伏 な ど を 収 得 す る こ と が 必 嬰 で あ り､ 特

に都 市 部 の 労 働 力 の 配 置 を監 督 す る 労 働 行 政 部 門 承 認 が 必 賓 で あ っ

た｡ しか し､ 実 際 に は､ こ の チ ェ ッ ク を 経 ず に紹 介 状 や 招 綿 状 を 携

え て 都 市 に潜 り込 む も の が 後 を 断 た な か っ た の で あ る｡

ま ず､ 絹 棲 県 で は 3月 初 め の 3Elf;i]に 合 計 300名 が 流 入 して き た が,

県､ 区､ 村 行 政 機 関 の 紹 介 状 を持 つ も の 73件 の う ち 44件 が 省 内 か ら

の も の で あ る と言 う｡ 衷 11- 1に よ る と 県 内 戯 村 か らの 流 入 件 数 が

LFtiも 多 い が､ 次 い で 隣 才要す る 県 か らは 19件､ そ れ 以 外 の 照 で 100km以

内 の 地 域 か ら は 17件､ 100km以 上 の 地 域 か らは 5件 で あ っ た (距 離 は

い づ れ も 県 政 肘 所 在 地 fiuの 距 離 )｡ 厩 も 遠 い 地 域 は 152kJnで あ る (*)

｡ ま た､ 29件 が 省 外 か ら来 た も の で あ っ た｡

*: ち な み に､ 現 在 の 黒 奄 江 省 の 東 西 の 幅 員 が 西 端 の 伯 江 原

か ら東 端 の 撫 遠 県 の 間 で 820km､ 北 部 森 林 地 相 で あ る 大 興 安 地 域 を

除 く､ 南 北 の 距 離 -北 端 の 黒 河 市 と 南 端 の 東 寧 県 の 間 - が 660kmで

あ る｡ そ して 綜 棲 県 を 中 心 と し た こ の 4つ の 県 ･市 ま で の 距 離 は､

東 の 撫 退 県 ま で が 540km､ 西 の 悦 江 県 が 300km､ 北 の 黒 河 市 が 308km､

南 の 珠亡申 県 ま で が 468kmで あ っ た｡

こ の 様 に､ 3月 初 め の ご く短 期 l副に お い て 数 10kmか ら100km以 上 離

れ た 地 域 か ら大 虫 に 労 働 力 が 移 軌 して き た の で あ る が､ そ れ は 越 冬

糊 の 移 軌 で あ り土 地 改 革 前 の 戯 村 の 人 口 移 動 が 大 屋 に 発 生 す る 時 州

と重 な っ て い る｡

そ の ほ か の 3つ の 地 域 の 状 況 を 紹 介 し よ う｡

ま ず､ 秦 来 県 第 8区 で は ｢チ チ ハ ル 鉄 迫 分 局 が 各 地 の 区､ 村 政

府 の 承 認 を得 な い で 勝 手 に鉄 迫 修 理 工 を 招 謂 した た め ｣､ ｢戯 民 は

表11-1 都市部門への農村労働力の流入状況 (綜棲県､1954年 3月 5El-8日)

出身県 流入件数数 紹介状および招昌一7状交付機関 同作数

綜稜,ult 28件 絹稜娯森林工業局招言行 28作

海倫県 13件(26km*) 第 2区 東嶺村 一件

第 2区 第 2村 2作
第 5区政府 1作
第 6区 河業村 1件

第 9区 豊盛村 1作

綜化県 3件(60krn*) 第10区政府 2件

第10区 同村政肘 =一卜

望崖県 3件(68km*) 第 7区政府 2件

鞘10区政府 1作

通北県 8件(60km) 県政府民政科 1件
第 1区政府 1作

第 2区政肘 3作

第 3区政府 1件
第 4区政肘 1件
第4区建築工程陣 1件

明水県 8件(92km) 第 1区政府 6件
第 5区政府 2件

育岡県 1件(100km) 楊官店村 1件

克東児 l件 (104knl) 県政仲人単科 1件

克山県 2件 (128km) 第11区政府 1件

第12区 同楽村 1件

徳都県 1件(148km) 第 3区政府 1件

依安県 1件(152km) 県政府民政科 1件

合計 44件

省外 29件

資料:① ｢短評 一必須糾正農民盲目流入城市現象｣, 黒滝江日報1954年4月 2日･
② ｢認武田徹政府関於 『勧止農民盲 目流入城市 』指示 一･同4月ZEl･

註:各県流入件数の欄の数倍 (km)は､綜稜県と各 県との県政府所在地 間の 距離 (『
中華人民共和国分省地図娘 』,中国地図出版社 ･1987年 による)｡ ｢*｣は 絹枝
県と隣接 していることを示す｡
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軌 指 して 戯 業 に 安 心 して 従 郭 で き な い で い た ｣｡ そ して､ r番 季 捕

梯 準 鵬 作 菜 州 に 行 年 段 民 が 区 政 府 に紬 介 1人の 発 行 を 求 め に 殺 到 して

い る J 状 況 で あ っ た.

同 じ く､ 薬 来 県 弟 3区 の 代 克 LJl村 で は ｢高 等 小 学 校 を 卒 業 し た

胃 年 は 中 国 鉄 道 労 働 組 合 (lJ訳削 ま r鉄 路 工 会 ｣ - tr･沼 ) の 党 葬 口 金

の 招 言指を 受 け た が､ 結 局 区 人 民 政 肘 の 紬 介 状 をユttえ な か っ た た め 招

調 に 応 じ られ す､ ま た 腿 業 生 産 に 埠 念 す る 気 も な くな っ ｣ て い た｡

ま た､ 餌 州 県 範 3区 の 新 輩 村 で は ｢あ る 青 年 (Lil貝 ) は 中 学 を

卒 業 した が､ 段 外 に 化 竹 を探 した くて 腿 業 生 産 も お ろ そ か に な っ て

い た ｣｡ そ こ で ｢村 長 で あ る 叔 父 を 締 っ て Lil支 gLS委 R 会 の 紺 介 1人発

行 を 姿 求 した が､ 委 員 会 は 批 准 しな か っ た ｣｡ 今 度 は､ ｢叔 父 が 私

的 に 村 政 肘 の 紹 介 状 を 発 行 して､ 背 年 は 国 営 J出場 に 就 職 し た ｣ と 言

う｡

こ の 様 な 状 況 が 発 生 した 原 因 と して､ 同 資 料 は ｢儲 民 の 都子11へ の

流 入 を 禁 止 す る 宣 伝 が 不 十 分 で あ る ｣ こ と と､ ｢各 札 区､ 村 の 幹

部 が 中 央 政 府 の 指 示 を 実 行 す る た め の 具 体 的 措 置 を 採 用 して い な い

ば か りか､ 段 民 に無 辞 任 に紹 介 状 を発 行 して い る ｣ た め だ と して い

る｡ だ が 実 際 に は､ 第 1編 第 1章 で 考 察 し た よ う な 股 村 内 部 の 移

動 で は な は な く､ 都 市 部 や 国 営 部 門 へ の 労 働 力 滞 貨 の 発 生 が､ JEt村

の 労 働 力､ 特 に 背 年 を 刺 激 し､ 彼 らの 農 村 へ の 戯 業 的 定 着 を 軌 摺 さ

せ て い た の で あ る｡

* * *

他 方 で､ 都 市 部 に は､ 半 失 業 1人1出目こ置 か れ て い る住 民 も 存 在 して

い た｡ そ の よ う な 住 民 の 出 自 や 嶋 過日ま様 々 で あ る が､ 現 地 政 府 は 彼

らを 農 業 に配 置 す る よ う な 措 置 を こ う して い た｡

例 え ば､ 祉 爾 伯 特 欣 泰 康 鎖 の 状 況 は､ 衷 11- 2a)に示 した よ う

な も の で あ っ た (註 2 ) (* )｡

*な お r跳 ｣ と は 県 に相 当 す る が､ 当地 は 蒙 古 族 の 多 い 少 数 民

族 地 域 で あ っ た た め ｢跳 ｣ と な っ て い る｡ ち な み に､ 現 在 で は､

衷11-2 地方のMJにおける住民の状況と政剃 り対応 603
(杜耐伯特跳 秦康鎖､1955年)

a)鎖住民の職業 と人口梢成

職詔 人口 梢成比 戸 ⊥戸当り平均人数 桝地所書11

商業戸手工業戸貸金生酒者 し378人 36%

副業自営業者 689人 18%

農家 1,034人 27% 943戸 1.1人 I,697伯1戸平均1.7伯

省外移入者 727人 19%

b)約不安定就業者の就業対韓

就業斡旋内容 戸数 人口 梢成比 1戸当平均 開墾排他面相

互助組､初級社を組織 して農村地域で農業を行わせる 423戸 943人 42% 2.2人

既存の互助組､ 初級社に加入させる 505戸 1,155人 52% 2.3人

農家の開墾 開墾356上白

親戚 .友人を締って脇村に入 らせる 22戸 104人 5% 4.7人

帰省して農業生産に復帰させる 36人 1%

資料: ｢組織城鎖無職業居民参Juu腿業生産｣,黒竜江日報1955年6月18日
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杜 酎 伯 特 毅 古 族 自 治 ,U.pミとな っ て い る｡
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こ の 中 で､ 生 活 状 態 が 特 に 不 安 定 で あ っ た の が､ 銚 人 口 の 46% を

占 め る 頗 家 お よ び 省 外 か らの 移 入 者 (移 民 ) で あ っ た｡ 腿 家 は､ 桝

地 面 椀 が 1戸 当 り1.7haと少 な く､ 股 超 だ け で は 生 油 が l成 り立 た ず､

移 民 は 到 前 後 しば ら くは 一 時 的 失 業 状 況 に 捉 か れ る も の が 多 か っ た｡

特 に 現 地 で の ｢農 業 生 産 に は 前 途 が 無 い の で 町 で 遊 び 11ら して い る｣

状 況 が あ っ た｡ 現 地 の 銚 政 府 に と っ て､ 彼 らの 存 在 は rL封家 食 糊 配

給 の 負 担 が JT.1加 す る ｣賓 因 と して 往 Elさ れ､ 対 韓 を こ う じ る必 要 に

迫 られ た｡

そ の 不 安 定 就 業 者 を定 石 さ せ る 招 把 の 実 施 1人拙 を示 した の が 盤上上

一 2b)で あ る が､ そ の 多 くが JS!村 部 に 転 出 さ せ､ IB業 的 定 着 を 促 進

す る こ と で あ っ た｡ 不 安 定 就 業 者 の 人 数 は､ 当 時 の 跳 人 口 の 58･5%

に も 及 ん で い た｡ そ の 内 訳 を 見 る と､ 転 LLi者 の み で 互 助 組 や 初 級 礼

を 設 立 さ せ る も の と､ 既 存 の 組 織 に加 入 させ る も の と で 9割 を 超 え

て い た｡ そ の 他 に､ ご く一 部 だ が 親 類 縁 者 を 葬貞っ た り 自分 の L出身 地

へ 自 力 で 帰 っ て Jil業 で 自活 さ せ る よ う 指 導 さ れ た｡

こ こ で は､ ま す 農 村 部 の 中 の 町 の 住 民 の 約 半 数 が 不 安 定 就 業 者 で

あ り､ そ の 中 に 関 内 か らの 移 入 者 も含 ま れ て い る こ と が 明 らか に な

っ た. そ して､ そ れ らの 不 安 定 就 業 者 と移 住 者 に 対 して は､ 農 村 の

互 助 組 や 初 緋 社 に加 入 さ せ て 農 業 的 定 着 を 図 らせ る移 民 改 築 が 採 ら

れ て い た こ と が 示 さ れ た｡

* * *
こ の よ う な 状 況 は､ こ の 賛 料 に 挙 げ られ た 地 域 に限 っ た こ と で は

な く黒 屯 江 省 で 広 範 に 見 られ た現 象 で あ り､ これ らの 都 市 部 に 堆fn
した 不 安 定 就 業 者 に対 して は 単 に 都 市 へ の 流 入 を 禁 止 す る だ け で な

か っ た｡ 政 府 は 彼 らを 計 画 的 な 移 民 政 熊 を 通 じて 腿 村 に移 住 さ せ よ

う と して た｡

1955年 当 時 の 黒 埼 江 日報 の 報 道 に よ る と､ ｢,lA碕 江 省 の 都 市 で は

す べ て の 無 職 者 を lIR収 で きず､ 同 時 に IiA村 に は 広 大 な 兼 聖 地 が 存 在

Lor
して い る ｣状 況 が 指 摘 さ れ て い る (註 3)｡

そ して､ 娘 奄 江 省 移 民 朗 聖 会 言点 (原 語 は ｢省 移 民 聖 荒 会 喜題｣ ) で

は ｢組 織 的 ･計 画 的 に郡 市 の 無 職 者 を 段 村 の 関 空 に動 員 す る必 要 が

あ る ｣ こ とが 捉 起 さ れ､ 第 1次 玉 か 年 計 画 州 (1953年 157年 ) に は

移 民 朗 塑 10万 場 (10万 ha)､ 移 民 入 植 4万 戸 を実 硯 す る こ とが 計 画

さ れ た (註 4 )｡

ま た､ 各 県 レベ ル で も移 民 の 受 け 入 れ とじ臼聖 の 実 施 が 計 画 さ れ た

が､ 娩 江 県 の 1955年 の 関 空 計 画 は､ 現 存 の 良 家 に よ る もの 1,710ha､

移 民 関 空 2,750ha(移 民 1,000戸 )､ 合 計 4,460haと され た. これ を 開

墾 の 実 施 主 体 か ら見 る と､ 1,500haは 国 営 瓜 切 に､ 1,250haは 一 般 の

互 助 組 と初 級 礼 に割 り当 て られ､ 同 時 に Lr詩→ 区 - 村 - 屯の 系 統 を 通

じて 移 民 受 け 入 れ を 行 わ せ る こ と と した｡

しか し､ 現 実 に は､ 移 民 l娼聖 は 順 調 に 進 む もの で は な か っ た｡

例 え ば､ 地 元 の 脇 家 で は ｢移 民 を 受 け 入 れ る と住 居 が 狭 くな る ｣､

｢移 民 は お 荷 物 に な る ｣､ ｢移 民 は Jil作 業 を や り た が らな い ｣ と い

う現 地 良 家 の 移 民 受 け入 れ 忌 避 の 風 潮 が しば しば 存 在 した｡

そ の た め､ 国 家 命 令 と して 下 部 ･戯 家 に強 制 す る の で な く､ 農 村

側 ･移 民 側 双 方 の 戯 村 生 活 上､ 農 業 生 産 上 の 不 信 感 や 摩 擦 を解 決 す

る た め の 思 想 教 育 を 行 う 必 要 が あ っ た｡

さ ら に､ 移 民 が 開 墾 し生 産 効 果 を挙 げ て 定 住 が 可 IjEにな る ま で の

閲､ 脱 臭､ 畜 力､ 生 酒 面 で 授 助 す る こ と も必 要 と され た (註 5)｡

な か に は､ 祖 西 沢 第 7区 の 五 排 村 の よ う に､ す で に 1951年 か ら

山 東 省 か ら36戸 の 移 民 を 受 け 入 れ て お り､ 現 在 で は 生 活 も 向 上 して

い る と い う成 果 を 上 げ た 先 駆 的 新 例 も あ っ た (註 6)｡

* * *
次 に､ 以 上 で 考 黙 した 人 口 の 地 域 間 移 動 と ｢移 民 政 顔 ｣ の 内 容 を

整 理 しよ う｡

ま ず 人 口 移 軌 の 方 向 に は 二 つ あ り､ 一 つ は (対内 (山 海 I対以 南 の 山

東 省 な ど ) か ら火 北 地 方 へ 向 か う 移 民 の 流 れ で あ り､ い ま一 つ は､

省 内 の 戯 村 か ら都 市 部 へ の 流 れ で あ っ たD こ の 他 に､ 土 地 改 革 前 に

=
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見 られ た よ う な､ JiA村 内 部 の 移 軌 や IAJ内 か らの 移 L上満 が 郎 fTl誹 に 抑

留 せ ず 直 ち に 綴 付 に 入 植 す る よ う な gL))さ が あ っ た か ど う か に つ い て

は 不 明 で あ る｡

∴ ..;.;:∴ ∴ :.;.;:.?..言 .r:I.:.㌔.'.;:L.;:∴ ∴ :,Ll,I;:･1.ll: Ll:.1･;.".i:.:.,I.'1.i:,::':

た も の で あ っ た か ら に他 な らな い｡

ま た､ 土 地 改 革 前 で あ れ ば､ l対 内 か らの 移 入 省 を 都 市 と腿 村 に ｢

苦 力 ｣ や r屈 腿 ｣ と して 送 り込 む 機 他 は､ 都心 部 の ｢工 夫 Tll｣ (労

働 力 市 場 ) が 担 っ て い た が､ そ れ が 1955年 段 階 で 消 滅 して い た の か

ど う か も 不 llJ]で あ る｡ しか し､ 都 市 部 で の 紙 業 が す で に地 元 の 労 働

行 政 部 門 に よ っ て 管 理 さ れ て い た こ と を 考 I.LTRす れ ば､ ｢工 夫 ff了｣ が

従 来 通 りの ま ま 舛 存 して い る 可 能 性 は 低 い と 見 る べ き で あ ろ う｡

従 っ て､ 一 旦 都 市 部 に 滞 留 した 人 口 を 段 和 郎 へ 送 り込 む プ ロ モ ー

タ ー と して は､ r移 民 ｣ 政 錦 が 丘 た る も の で あ っ た と考 え られ る｡

少 な く と も､ 政 舛 的 に 労 働 力 を 腿 村 に 送 り込 み､ そ れ ら を互 助 組､

初 級 祉 お よ び 国 営 腿 場 の 中 に 配 置 して､ 舶 聖 な ど を 通 じて 定 着 さ せ

る と い う 人 口 移 動 の 統 制 が 立 ち 現 れ て き た こ とは 確 か で あ ろ う｡

言 い換 え れ ば､ 一 方 で は 農 村 か ら都 市 へ､ 関 内 か ら黒 奄 江 省 の 都

市 へ の 人 口 移 動 の 流 れ が 存 在 し､ 逆 に 政 肘 の 手 に よ っ て 都 市 部 に 滞

留 し た 人 口 を､ 佃 儲 させ る か あ る い は 開 墾 に 向 か わ せ る新 た な 人 口

移 動 の ル ー トが 形 成 さ れ つ つ あ っ た の で あ る｡

第 2節 富 裕 戯 家 と初 級 祉

本 節 で は､ 初 級 祉 設 立 期 の 農 村 で 富 裕 出 家 が す で に との 様 な 経 営

展 開 を して お り､ そ して 初 級 社 の 設 立 が 面 的 に拡 大 さ れ る 中 で ど の

様 な 対 応 を選 択 し､ ま た 強 い られ た の か を 考 察 す る｡

す で に 節 1編 弟 2章 第 5節 E )項 で は､ 1951年 か ら1953年

ま で の 時 州 の､ 笛 紹 農 家 の 経 営 展 朗 に つ い て 考 察 を加 え た が､ こ こ

で は 資 料 の 性 格 も r対係 して､ 初 級 社 と の l対わ りで の み 宙 裕 JEt家 の 軌

向 が 示 さ れ て い る｡ これ は､ 汽 料 上 の 限 界 と も言 え る が､ 他 方 で 初

6O7

級 社 の 設 立 と富 裕 LH家 の 経 営 展 例 の は 点 を 考 頼 す る こ とで､ 初 級 祉

設 立 州 の 彼 らの 変 貌 を 明 らか にす る こ と が 出 来 る と言 う メ リ ッ トも

あ り､ 本 節 で は この メ リ ッ トを痛 か して 富 裕 出 家 の 軌 向 を 分 析 す るD

^ ) 屈 用 経 営 の 復 活 と 旧 ｢大 脇 ｣ の 初 級 祉指 耕 他 力

本 項 で は 巴 彦 爪 と克 山 県 の 部 例 か ら､ 役 宿 した屈m経 営 と初 級 社

の 迎 営 方 法 の 関 係 を 考 察 す る｡

した 屈 用 経 営 の 状 況 を 小 心 に 考 摂 す る (話j･L7)｡

城 山 屯 で は､ 1953年 8)｣にJJで海 神 互 助 紬 (参 JJuJil豪 放 20戸 ) と組 成

章 互 助 組 (同 4戸 ) との 合 併､ 初 級 社 へ の 舛梢 の 結 果 〇 八 初 級 祉 が

設 立 さ れ た｡

当 時､ 区 垂 El会 削 日 記 (大 有 村 の 指 叫 担 当 省 ) と大 有 村 党 支 部 は､

11今拍 坤 互 助 組 に 対 して､ ｢模 範 的 で あ る ｣､ ｢生 薙 成 緋 が よ く､ 組

成 車 互 助 組 と 合 併 して も 一 緒 に 作 業 を 行 い､ 耕 地 晦 に 作 業 を割 り当

て､ 作 業 成 紋 に 応 じて 分 配 を 行 っ て い る ｣､ r於 海 坤 組 長 の 管 理 が

しっ か り して い る し､ 彼 は 富 裕 農 家 で あ り､馬 ･荷 車 を 十 分 に保 有

し､ 村 内 で 威 信 が あ る の で 初 級 社 も う ま く運 営 で き る ｣ と非 常 に 高

い 評 価 を 与 え て い た｡

こ の 於 福 坤 互 助 組 に は 20戸 の 段 家 が 参 加 して い た が､ 組 長 で あ る

於 瀬 坤 は､ 経 営 面 税 12ha(う ち 11laは テ ン サ イ作 付 地 )､ 家 族 労 働

力 2人 で あ り､ 城 山 屯 の 代 表 で も あ っ た｡ 彼 は ｢新 富 戯 ｣ で 互 助 孤

の 中 に は 親 戚 筋 で あ る 冶 姓 の r地 主 ｣ と ｢宮 脇 ｣ が 合 わ せ て 6 戸 い

た. 彼 の 12haの 経 営 地 に お け る労 働 力 の 利 用 状 況 は､ 裏 目 - 3の 通

りで あ っ た｡

於 海 神 の LLLf相 の 排 腫 戯 業 以 外 の 経 営 内 容 は 不 明 で あ るが､ 家 族 労

働 力 は 年 間 の JEi業 労 働 日 数 の 半 分 を 占 め る の み で､ 他 は 豪 族 以 外 の

労 働 力 に 依 存 して い た｡ そ の 内 訳 は､ 戯 緊州 の 日屈 い､ 親 戚 脇 の 互

助 組 組 員 に対 す る 畜 力 提 供 の 見 返 り と して の 季 節 的 な 労 働 力 召 人 (

*) お よ び 年 屈 で あ る｡
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衣ll-3 ｢新訂農｣の稲川経営の状況

(巴彦県 第 11区 大有村 城山屯 )

内訳 日数(人 .日) 僻考

経営地年間延べ労働力 355

家族労働 日数うち 於海坤於海徳(刺) LM30150 主 として農緊JLJJ作業

残 り 175

日雇い 30-40 中柳 .除単､ 195I-53咋の聞継続

抑恨契約 80-90 ①互助組組員 祇布質 (3.51駄 馬如 し)

に､ 押幌を行い帯力捉ィ,lt.

②鵜は於に､ 収種物 ⊥伯分支払 う.

③ さらに80-90人 .Elを於蒋坤の耕地で

作業する (鳩の農繁期労働150人 .El)

年雇 (住込み ) StJJJ ①親戚 =鳩希脈 (fi農､独身農家一 半は
千)を雇用する.

②養豚､ 水汲みt 薪淡め､ オン ドル灰柑
除t 農繁期の極順 への食事運びに従部

fi料 : ｢紀潜這雌教訓 -FO八J農業生産合作祉為何故新pLr農掌握7gl導権?｣I
黒滝江 日報1955年2月25口.
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*: )･u=j希 p-IXとの 側 係 は､ あ く ま で も ｢挿 I且｣契 約 関 係 で あ り､

畜 力 作 其 の は 供 と労 働 力 提 供 は す べ て ,無IfIで 行 わ れ た｡

こ こ に､ 桝 地 面 Fl112haと い う､ 土 地 改 苑 前 の ｢小 出 ｣規 模 の 卑 屈

経 営 の 屈 f謁が 純 認 で き る｡ た だ､ これ は､ 以 前 の ｢大 El｣ 及 び r中

戯 ｣ の 雇 用 経 営 とは 妊 営 両 税 と言 う rR的 側 痢 だ け で な く､ 質 的 に も

異 な る も の で あ る｡ そ の 柏 遇 は､ 年 屈 労 働 力 の 性 格 に 象 徴 され る｡

於 海 坤 の 屈 用 し た年 屈 は､ ｢半 粒 子 ｣ と呼 ば れ る 作 美 能 力 が 半 人 前

の 労 働 力 で あ り､ しか も 彼 が 従 Iglして い た の は EJm以 作 業 を 除 く､ 補

助 的 な 作 業 及 び 家 LL.勺1で あ っ た｡ これ は､ 従 火 の ｢大 腿 ｣ の klLi川 し

た裡 数 の 年 屈 が､ LI3夫 百月 (｢打絹的 ｣ ) や 抑 一占 (｢老 板 子 ｣ ) な ど､

抑 物 作 業 の 基 幹 rf'l]労 働 力 で あ っ た の と は 輿 な っ て い る｡ 言 い換 え れ

ば､ 恐 ら く屈 用 主 で あ る 於 拍 坤 本 人 か あ る い は 371の 於 拍 徳 が､ 屈 川

労 働 力 の 陣 頭Ii指 邦 や 役 畜 の 使 役 を 担 当 した か､ 互 助 組 の 共 同 作 業 を

通 じて､ 他 の ｢宙 Ja ｣ 屑 に よ っ て そ れ らが 担 わ れ て い た の で あ る｡

こ の よ う に､ 屈 用 経 営 が 復 楕 しな が ら も､ そ れ は 土 地 改 革 前 の よ

う な 屯 内 の 大 部 分 の 生 産 手 段 を 占 有 す る よ う な も の に は な っ て い な

か っ た の で あ る が､ そ れ で も こ の 雇 用 経 営 が 屯 内 で 有 数 の 優 秀 な 農

業 生 産 の 担 い 手 と して 社 会 的 に も 公 認 さ れ て い た の で あ る0

1953年 に､ す で に皿 成 章 互 助 組 を吸 収 ･合 併 して い た於 海 坤 互 助

組 が 初 級 社 に 昇 格 す る 時 に､ 新 た に 17戸 の 腿 家 が 加 入 を 申請 して き

た｡

そ こ で は､ 旧 互 助 組 組 員 に よ る 新 入 社 員 の 加 入 審 査 が 行 わ れ た が､

於 海 坤 は 自 ら そ の 主 導 権 を 握 る立 場 に あ っ た｡

そ の 際 に､ ま ず Juu人 を 許 可 さ れ たの が､ 御 者 ( ｢老 板 子 ｣ ) の ば

験 の あ る 2戸 の 腿 家 と 1戸 の ｢宮 脇 ｣ で あ っ た｡

そ れ 以 外 の 14戸 の ｢貧 農 ｣ や ｢屈 戯 ｣､ ｢中 段 ｣ は 加 入 を拒 否 さ

れ た｡ こ こで､ 加 入 拒 否 の 理 由 か ら､ 初 級 社 の 設 立 に 際 して 屈 用 経

営 を 行 っ て き た 於 狗 坤 の 対 応 の 性 格 を 考 現 しよ う｡
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資 料 で は 4つ の 拒 否 -1i例 が ･W 介 さ れ て い る が､ そ れ を 列 挙 す る と

r於 海坤 が 屯 代 表 と して 地 方 行 政 資 用 を 徴 収 した と き に･ 老 丁 頭 が

多 く納 入 し た 50元 の 避 退 を 要 求 し た た め､ 於 軸 坤 に利 己 的 だ と評 価

さ れ た ｣ (老 丁 要弟の 場 合 )､ ｢入 社 以 削 こ排他 を 売 却 して 労 働 力 の

み で 入 社 しよ う と し た た め ｣ (張 誠 の 場 合 )､ ｢互 助 組 で 司‡人 家 族

の た め に 小 学 生 を 動 員 して 中 桝 と除 草 作 菜 を や らせ た こ と が あ っ た

が､ 作 業 の 質 が 憩 く､ 王 者 が そ れ に意 見 を 述 べ た ｣ (重 石 の 場 合 )～

｢互 助 組 内 の 不 公 平 に意 見 を LllL た こ と が あ る か ら→ (郭 永 河 の 似

令 )､ な どで あ っ た｡

こ の 4つ の 例 で は､ 彼 らが 於 拍 坤 に 意 見 し た "前 科 " が 拒 否 BR山

に な っ て い た が､ 言 い換 え れ ば､ 於 泊 Illlは 彼 自身 の 屈 用 経 営 と 屯 内

で の 地 位 を 行 か す よ う な 要 因 を 初 級 祉 か ら も 排 除 し､ 従 来 の 側 係 を

初 組 祉 設 立 後 も 保 存 しよ う と した こ と に な る｡

さ らに､ iJL地 面 棚 が 多 く､ ま た テ ン サ イ収 雌巾Hilの 多 い 於 袖jlEF'は

｢初 級 祉 言貨立 後 の､ 小 麦 の 刈 り取 り､ 小 麦 跡 地 の 桝 起 お よ び テ ン サ

ィ の 収 機 作 業 の 隙 に､ 労 働 点 数 で 収 益 分 配 を 計 罪 す る と 自 分 の 排 他

の 収 楼 分 の 多 くが､ 作 業 を 行 う 他 段 家 の 所 相 に な っ て しま う ｣ の で

労 働 点 数 の 記 帳 に反 対 した｡

雇 用 貸 銀 に 対 して､ 労 働 点 数 に よ る 餌 場 労 働 へ の 報 酬 は 作 柄 の 豊

凶 な ど に よ っ て 可 変 的 で あ る の で､ 屈 用 労 働 力 に 圃 場 作 業 の 半 分 以

上 を 依 存 して き た於 海 坤 の 場 合 に は･ 収 虫 が 増 え る と そ の 分 が 出 役

労 働 報 酬 に敬 収 さ れ て し ま い､ 自 分 の 所 得 の 増 加 が 抑 え られ る と 言

ぅ不 利 益 が 存 在 す る と考 え られ る｡ 言 い 換 え れ ば､ こ の 点 で も 従 来

の 雇 用 経 営 を 維 持 し よ う と抵 抗 し た の で あ る｡

* * *
続 い て､ 先 山 県 議 路 村 の 前 進 初 級 杜 の --'jt例 か ら､ 土 地 改 非 前 に

雇 用 経 営 を 行 っ て き た 農 家 が 初 級 社 の 労 働 組 織 を 担 っ た事 例 を 考 察

す る (証 8)｡

こ の､ 前 進 初 級 礼 は 1952年 に克 山 県 委 員 会 が 主 体 と な っ て 実 験 帆

に設 立 し た も の で､ 当 初 の 加 入 戸 数 は 16戸 で あ っ た が 1955年 に は 61

くり

戸 に拡 大 して い た｡

同 初 級 礼 の 第 1生 産 隊 の 隊 長 は rl玉 と い っ て､ ｢油 州 国 ｣時 代 の

1941年 -45年 に 40haの 排他 を 経 営 し､ 年 屈 を 3人 屈 用 して い た と 言

う経 歴 を 持 つ｡ こ れ は､ 小 論 の 定 義 で 言 え ば r大 腿 ｣ の 屈 用 経 営 に

相 当 す る｡ そ の 後､ 土 地 改 Lliの 時 に彼 は 排他 を税収 に 一 時 的 に 貸 し

出 して 没 収 を 逃 れ た と い う｡

土 地 改 革 以 後 は､ 家 族 労 働 力 と して rlL玉 本 人 と臨 時 屈 用 で 121 15

haの 桝 地 を 経 営 して い た｡

1954年 に は, 前 進 初 級 礼 に 加 入 し節 1生 碓 陽 11に就 任 して い た｡

賛 料 で は､ 彼 の JJu人 後 の 軌 向 が 批 判 rl'Jに取 り扱 わ れ て い る が､ そ

こ に は 門 玉 が 従 来 の trI行 に泊 っ て 生 産 隊 の 作 業 を 指 科 して い た こ と

が 示 さ れ て い る｡

蓑 11- 4 に 泣 埋 し た の が そ の 内 容 で あ る が､ そ れ を 第 1編 弟 1

章 や､ そ こ で 使 用 し た 汗 料 を 引 き つ つ 検 討 しよ う｡

ま ず 作 付 決 定 に つ い て で あ る が､ 節 ⊥生 産 牌 が 行 っ た El作 物 の 版

元 は､ 土 地 改 尊 前 で あ れ ば 春 先 ま で 行 わ れ て い た こ とが図1 -15で

確 認 さ れ て い る｡ しか し､ ジ ャ ガ イ モ は デ ン プ ン の 原 料 で も あ り､

そ の 加 工 業 を 兼 営 で き れ ば､ ジ ャ ガ イ モ の 作 付 け は 現 金 収 入 の 増 大

に と っ て 非 鞘 に 有 利 な 作 物 で あ る と言 え る｡ も し､ 国 家 に そ の ま ま

売 り唆 す の で あ れ ば､ 個 々 の 農 家 の ｢余 剰 食 欄 ｣ の 処 分 と して 販 売

す る こ と が 選 択 さ れ る こ とは 理 解 可 能 で あ る｡ た だ､ この 事 例 で は

こ の 点 が 不 明 で あ る｡

ま た､ 商 品 的 性 格 の 強 い 大 豆 や 小 安 が 上 層 ほ ど多 くな る こ と は 土

地 改 革 前 に お い て も 確 認 さ れ て い た (図 1 - 6a)b)参 照 )｡ た だ､

コ ウ リャ ン は 飼 料 と して 盛 宴 で あ る の で そ の 必 要 を満 た しさ え す れ

ば､ そ れ 以 外 の 部 分 で 大 豆､ 小 変 の 作 付 け が 選 択 され る の は､ 現 金

所 得 の 増 大 の た め に 有 利 で あ る か ら当 然 の 選 択 で あ ろ う｡

春 季 捕 棚 作 業 中 の 新 販 売 も 現 金 収 入 を 得 る た め の 選 択 で あ る し､

自家 消 於 の た め の 扮 挽 き も生 痛 に とっ て 不 可 欠 な 家 耶 労 働 で あ る｡

た だ 馴 地 で の 自 家 JT]野 菜 の 栽 培 に つ い て は､ 削 こは 通 則捕 雌 を 保 証
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衣ll-4 旧浦川経営主による生掩隊の指耕

.･ (克山脈 講路村 前進初級祉 節 1生産隊轡長 ･罰五､1955年)

時期 ..作業内容 初級社の指示および全体o]軌句;ll 第 1生産隊 (f1玉)の軌向 i

作付決定 1J1労働力当り拙者300kgをLLlilL 1)買玉は､2.500kgのジヤガイ

(》ジャガイモ一二 一t.T ジャガイモの作付けを決定 市域で販売した○

2)300kgを出資できない農家の分は 2)他の上層中農も､版売した｡

余裕のある農家が月代り.Lt一秋に利息を給付する '3)作付けが､'計画より7伯減少

I(卦トウモロコシ目し て. *トウモロコシの種子が不足Lt *呈ー玉は､大豆と麻を捕碓する
弟 1生産隊では､コtウリヤンを71白描種するよう指示した よう指示した

描線作業 l i*初級祉主任は収の会誠に出席し､ 日貿玉は､各隊nに､薪版完や

,い ll 不在のため､監督無し. 自家用の粉挽きを許可 した
･ヽ r̀､ t1. I.､ i..I 2J適妙J播種ができなかった.

夏季作選 一 1①コウリャン間引)- 卜 ､tJ T.1v l り一第3生産隊では婦人を動員して ■1)買玉は､臨時屈用を圭弓長した間引き作業を適期完成 rニ ー 2)届用が確保できずなかった

②中町 .除草作畢 雑草の繁茂した耕地を使先する . 貿玉雑草の少ない耕地の作業
ように指導した. を優先させた｡

③家庭副業 LLl l t l ,I社内の仕事を使先させるため､ 貿玉は自ら園地の中耕 .除草欠勤を許可しなかつた○l I t やり､他の隊員も欠勤した｡I l 一

秋収積作業 トウモロコシのもぎ取り作業に､ 貞玉は婦人を動員し､手間賃

ff料 :r宙農貿玉破壊 r前進J社的教訓｣,崩奄江日報1955年12月3臥

-し- ;'1 1､ 日 .I:･. il r＼､ ll I ll.T i t'･ ･-1 l ■

lt .I 1, .. 享J -. ..- lt ･ -

T ;t ､ i ' I ･lJ - , Il 'ト.L r, t･ I.1
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で き な い と い う 師1切 作 業 と家 竹 労 働 の 調 整 fHJRBが 存 在 して い る こ と

が示 さ れ て い る｡

夏 季 の 間 引 き作 業 に つ い て は､範 1生 産 隊 で は 婦 人 の 体 力 で は 不

可 能 な の で､ 代 わ り に屈 用 を 行 う こ と を 選 択 した｡ ま た､ 秋 季 の ト

ウ モ ロ コ シ の 収 雌 作 業 に つ い て は､ 村 人 労 働 力 の 軌 員 形 態 の rHj腿 が

存 在 して い た｡第 1生 産 隊 で は､ 婦 人 を 手 間 f7仕 fJIと して 軌 員 しよ

う と した が､ そ れ も 旧 来 の 婦 人 労 働 力 の 利 用 恨 行 に沿 っ た もの で あ

っ た｡ だ が､ 実 際 に は 屈 用 労 働 力 が 貼 ま らな か っ た の で あ る が､ そ

れ は 55年 に な っ て 初 級 社 に加 入 す る 腿 家 が 増 大 した こ とで､ 屈 FT]労

働 力 の 調 達 が 困 難 に な っ た か らで は な い か と 考 え られ る｡

ま た､ 中 桝 ･除 草 作 業 の 作 業 順 序 で あ る が､ 応 終 的 に ど ち らが 絶

収 iaの 確 保 に 有 利 で あ っ た か は 不 HJjで あ る｡ た だ､ 初 級 社 が 指 耕 し

た の は､ 雑 草 を 繁 茂 した 排 他 を 使 先 し､ 平 均 的 に 肥 培 管 理 を行 う こ

と を 目指 した も の で あ っ た が､第 1生 産 隊 で は 応 も作 業 効 果 の 高 い

雑 草 の 少 な い 耕 地 に 労 働 力 を 集 中 し､ 雑 草 の 多 い 排 他 は 後 回 しに す

る と い う 発 想 で 行 っ た の で あ る｡

こ の よ う に､ 初 級 社 の 指 額 と範 1生 産 隊 の 個 々 の 選 択 の 合 理 性 を

比 較 す る 材 料 は 与 え られ て い な い も の の､ 初 級 社 は あ くま で も食 掘

生 産 を 屈 使 先 し た 点 に特 徴 が あ り､ 第 1生 産 隊 は 屈 用 糧 宮 の ノ ウ ハ

ウ を 通 用 して､ 季 節 的 に継 起 す る 家 仕 事 や 副 業 を 農 作 業 と同 等 に位

置 づ け､ 臨 機 応 変 に 労 働 力 の 出 役 を割 り偏 る な ど､ 社 員 の 所 得 増 大

と円 tJIIな 作 業 進 行 を 図 ろ う と して い た の で あ る｡

B)缶 裕 戯 家 の 経 営 屈 閑

本 項 で は､ 富 裕旗 家 が 初 級 社 の 運 営 で 主 覇 権 を 握 っ た､梓 川 照

第 7区 山 普 村 の 新 僻 初 納 札 の 酎 例 を 考 摂 す る (誰 9)｡

新 勝 初 級 礼 は 1954年 春 に設 立 さ れ､ 加 入 した JL3豪 は 18戸､ 祉 R =

労 働 力 数 は 27人､ LLi焚 さ れ た 馬 は 24頭 で あ っ た｡ ま た､ 当 時 の 党 支

部 at記､ 村 長 そ して 党 員 5名 もJuu大 した｡

だ が､ 区 委 員 会 の 幹 部 の 指 将 に 従 っ て､ 初 級 祉 主 任 には 党 員 以 外
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の も の を iiM J.し た｡ そ の 結 ik､ 何 栢腿 家 の 蛸 究 明 が 主 任 と な り､ 彼

の 父 親 が 初 級 礼 の 生 産 委 員 に､ ま た 富 裕 LTi家 張 殿 才 が 副 主 任､ ｢

旧 中 段 ｣ の 現 状樹 と秋 振 和 が 管 理 委 貝 に そ れ ぞ れ 就 任 した｡ こ の よ

う に､ 富 裕 農 家 が 初 級 社 の 管 理 委 Fl会 の 中 心 メ ン バ ー に な っ た｡

設 立 当 初､ 主 任 に就 任 した 張 克 rlJJは 自 ら生 産 計 画 を 提 起 しそ れ が

実 行 に移 さ れ た｡ そ れ は, 屯 の 居 住 区 か ら50km離 れ た ジ ャ ム ス 市 兇

方 に あ る 紫 野 屯 に水 田 20haを fjH空 し､ ｢旧 中 脳 ｣ の了Iu,lt樹 と73長殿 才

を 移 1上さ せ て 初 級 祉 分 社 を設 立 し､ そ こ で 稲 作 に 邸 従 させ る こ と と､

ゴ ム 輔 車 3台 で ジ ャ ム ス 巾 内 で 迎 輪 業 を 行 う こ と を 特 徴 と して い た｡

こ の よ う に､ 開 墾 に よ る 水 稲 作 と運 輸 菜 の r'il設 と い う､ 外 延 的 で

な お 柵 品 的 牲 格 の 強 い作 物 や 副 業 部 門 に 特 化 して ゆ く生 産 計 画 が 制

定 さ れ た の で あ る｡

だ が､ 実 際 に は 水 ml娼発 に 失 敗 し､ ｢Flll,'蓮｣ 2戸 の 移 住 の た め の

坪 用 と水 田 牌 入 坪 が 梨蛇敬 に な っ た (失 敗 の JV-,i囚 は 不 IJJ日 ｡

ま た､ 初 級 社 に は 当 時 27労 働 力 に対 して 桝 地 面 棚 が 81haLか な く

(1人 当 り 3ha)､ さ ら に30haは ,無 い と 労 働 力 が 過 剰 に な る状 態 で

あ っ た｡ そ こ で､ 屯 近 く に あ る200ha余 りの 開 墾 可 能 地 に 大 豆 を 作 付

け る 予 定 で あ っ た が､ 水 田 開 発 に 人 手 を 取 られ た た め､ 結 局 は 作 付

け で き な か っ た｡

さ らに､ 夏 季 中 桝 ･除 草 期 と秋 収 櫨 期 に は､ 毎 日 平 均 1/ 3の 労 働

力 が 欠 勤 した た め､ か わ り に 200人 ･日 の 臨 時 雇 用 を 入 れ る こ と とな

っ た｡

こ の よ う に､ 生 産 投 汗 が 無 駄 に な り､ 雇 用 労 巧 な ど の 生 産 班 用 が

か さ ん だ た め､ 1954年 の 秋 の 食 耀 作 物 の 収 機 良 は 9万 斤 (12,000元

相 当 ) で あ っ た が､ 水 EEl開 発 丹 用 を 含 む 生 産 コ ス トは 8,000元 に な っ

た た め､ 残 りは 4,000元 の み に な り､ 結 局､ 翌 年 用 の 大 豆 や 小 変 の 種

子 も 含 め て 社 員 に分 配 さ れ ざ る を 狩 な くな っ た｡ 同 年 は 27人 の 労 働

力 が 1人 平 均 203日 出 役 し た の で､ 全 体 で 5,481労 働 日 とな り､ こ れ

で 4,000元 を 割 る と､ 1労 働 日 当 り評 価 鰍 0.73元 に な り､ 1労 働 力 当

り分 配 は 148.15元 に しか な らな か っ た｡

AJr

そ こ で､ ｢祭 殿 ｣ 屑 の 祉 Elは J33業 生 産 の 欠 川 を穴 埋 め す る た め に､

初 級 祉 全 体 で 冬 季 別 業 に 取 り組 む よ う に 要 求 した｡

だ が､ 富 裕 腿 家 は 独 自 に副 業 を 行 っ た｡ 主 任 の 張 克 llJ]､ 副 主 任 の

張 殿 才 そ して ｢旧 中 農 ｣ の 韮 淡樹 は 3戸 で 共 同 して､ 初級 社 の ゴ ム

輪 車 2台 を利 用 して ジ ャ ム ス 市 内 で 迎 輪 業 を 行 い､ 700-800元 を 稼

い だ｡ 他 方 で､ 7戸 の 貧 JilJil家 は 馴潔 に 参 加 で き な か っ た｡

そ の 後､ 張 克 明 と張 殿 才 父 子 は､ 別 業 で 貯 め た 金 を も っ て 依 F姐 那

の tRT興 屯 に 7haの 排 他 と家 屋 を牌 大 して 転 LLlして い っ た｡

こ の 初 級 社 の 特 徴 は､ UfLl聖､ 水 稲 生 産 お よ び 迎 輪 業 と い う新 税 部

門 は 富 裕 農 家 に よ っ て 担 わ れ､ そ れ と対 儀 に あ る ｢3iJil｣ は 従 来 の

畑 作 の 食 掘 作 物 に従 部 す る と い う 分 業 が 行 わ れ た こ と に あ る｡ た だ､

の た め に 意 図 し た も の で あ っ た｡

開 墾､ 水 稲､ 迎 輪 業 と 言 う 経 営 JdllHは､ 本 絹 で これ まで 考 現 した

増 産 技 術 の 導 入 に よ るili収 向 上､ 多 収 ia作 物 へ の 傾 斜 生 産 と言 う政

環 指 中 と は 相 反 す る も の で あ っ た｡ こ の こ と は､ 富 裕 戯 家 自 らが コ

ス トを 負 担 す る も の で は な か っ た が､ 未 墾 地 の 存 在 す る黒 竜 江 省 戯

村 に お い て 緋 地 面 榊 を拡 大 し､ さ らに 現 金 所 得 の 増 大 に結 び 付 く よ

う な IE!粟 粒 汗 を 行 う 内 発 的 力 屈 を 鵬 え て い た こ と を 明 示 して い る｡

しか し､ こ の よ う な 富 裕 腿 家 の 経 営 展 開 も､ 土 地 改 革 前 の ｢大 腰｣

の よ う に 屯 内 の 大 部 分 の 桝 地 を､ 従 来 の 技 術 に泊 っ て 役 畜 や 屈 用 労

働 力 を配 置 して 利 用 す る ま で に は 及 ん で お らず､ 開 墾 も既 存 耕 地 の

排 作 との 関 辿 で 労 働 力 の 動 員 問 題 と い う欠 陥 を は らん で い た の で あ

る｡ これ は､ 初 級 社 の 欠 陥 と も言 え る が､ 他 方 で 当時 の富 裕 戯 家 の

戯 業 経 営 の 不 安 定 性 に も 原 因 が 求 め られ よ う｡

そ して､ 開 墾 に 失 敗 し た富 裕 腿 家 の 一 部 (主 任 の 家 族 ) は 他 地 に

桝 地 と住 居 を 求 め て 移 住 して 行 っ た の で あ る｡

C )股 家 の 階 層 変 動 と初 級 社 との 相 互 関 係

こ れ ま で､ A ) B )項 で は､ 上 層 戯 家 の 初 級 社 の 内 部 に お け る 軌
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向 が 考 察 さ れ た が､ 本 項 で は､ 初 紬 社 が 設 i'F_さ れ た 村 で 一 帖 は 加 入

せ ず に家 族 経 営 を 追 求 し よ う と し た 腿 家 の 状 況 を 考 摂 す る｡ こ こ で

は､ 掠 林 県 背 蔭 河 区 計 家 相 の 全 体 的 状 況 と さ ら に 3戸 の JHt家 の

状 況 を 対 象 と す る (註 lo)｡

計 家 村 は､ そ の 名 の 通 り計 姓 が 出 家 の 91% を 占 め る 200年 の F,'E史 を

持 つ 同 族 村 で あ り､ ま た ｢そ の 同 族 の 閲 で 上 地 売 口､ 屈 用 が あ り､

そ れ 以 外 の 分 相 JEi家 は 配 慮 さ れ る こ と は な か っ た ｣ と い う｡

計 家 村 で は､ 1952年 に 戚 初 の 初 級 社 が 設 立 さ れ､ 1955年 春 に は 全

村 163戸 の う ち 87% に あ た る 141戸 が 初 級 社 に 加 入 して い た｡

1952年 当 時 の 段 村 の 状 況 に つ い て は､ rす で に､ 一 部 の 段 家 は 土

地 の 売 買､ 屈 川 (年 屈､ 臨 時 屈 用 )､ 高 利 辞 しを 始 め て い た ｣ し､

他 方 で､ ｢土 地 改 革 に よ っ て 得 た 土 地 を 介 し さ の た め に売 却 す る 現

象 も 発 生 して い た ｣ と言 う｡

当 初､ 初 組 礼 に加 入 し た の は､ 全 村 戯 家 の 10数 % の 23戸 の JEt家 で､

｢中 農 J と r祭 殿 ｣ が 合 わ せ て 8戸､ 団 員 と党 員 が 合 わ せ て 】5戸 で

あ っ た｡ 耕 地 面 相 は 8Dk で あ っ た｡

設 立 1年 目 の 農 業 生 産 の 状 況 は､ 夏 季 作 業 別 に 迎 日 の 降 雨 に 見 掩

わ れ 25haが 浸 水 した が､ そ の 排 水 作 業 と 中 排 ･除 草 作 業 を 同 時 並 行

で 完 成 し単 収 1,30Okgを 達 成 し た｡ 当 時 の 村 内 で 垣 も高 い単 収 は あ る

互 助 組 の 1,200kgで あ っ た か ら､ 初 級 社 は 村 内 で 屈 高 の 単 収 を達 成 し

た こ と に な る｡ ま た､ 捕 種 作 業 州 に軌 摘 して 早 々 と脱 退 して し ま っ

た ｢31戯 ｣ は､ 初 級 社 の 浸 水 地 に 隣 接 し た耕 地 を 経 営 して い た が､

彼 の 年 収 は 160元 で､ 初 級 社 に 加 入 して い た r算 段 ｣ の 年 収 360元 よ

り200元 少 な か っ た｡ 以 上 の よ う に､ 初 級 礼 は､ 農 業 生 産 面 で の 優 越

性 を 示 して い た の だ が､ 初 級 杜 の 戯 家 組 織 率 に 見 る よ う に 階 屑 を Fu]

わ ず 多 くの Jia家 が 初 級 礼 の 外 に い た の で あ る｡

ま す､ 排 他 2haを 経 営 して い た 計 帳 観 の 場 合 に は､ 当初 耕 地 踊 人

を 通 じて 農 業 的 な 経 営 屈 f娼 -雇 用 経 営 を 一 旦 は 計 画 し た が､ 範 1初

級 礼 が 設 立 さ れ た 当 時 の 政 治 状 況 の 下 で､ 屈 用 = ｢搾 収 ｣ と言 う マ

イ ナ ス .イ メ ー ジ を 持 つ 経 営 選 択 を指 指 した｡ そ こ で､ 排他 と家 屋

ら/'-/

を 売 却 して 町 に 移 L& して rGJ族 の 戯 家 と組 ん で 迎 輪 業 を 始 め た｡ こ こ

に は､ 段 村 内 で の 腿 巣 的 発 展 が 政 治 的 に 制 限 され､ そ れ か ら逃 避 す

る た め に 非 儲 菜 的 な 経 営 展 じtlが 選 択 さ れ た こ とが 示 さ れ て い る｡ だ

が､ 彼 は 餌 菜 に 失 敗 して 稲 村 した が 迎 輪 業 失 敗 の ifl矢 は LB業 に よ っ

て は 補 IAで き ず､ 結 局 翌 年 に は 初 級 礼 に加 入 す る迫 を 通 釈 した (以

上､ 袈 11- 5a)参 照 )｡

次 に､ r旧 下 層 中 脳 ｣ の 引 守 誠 の 場 合 は､ J渇lWIを 持 つ が 本 人 が

病 弱 で あ っ た た め 初 級 礼 に加 入 した｡ しか し､ や は り同 族 の 上 層 中

段 が ｢挿 恨 ｣ を 通 じて 家 族 経 営 を 継 続 す る よ う に 誘 い か け て き た の

で 初 紋 社 を脱 退 した (衷 11- 5b)参 照 )｡

そ の 際 に､ 党 支 部 告 記 の 計 長 寿 が 初 奴 社 に Juu大 した 方 が 所 得 が 高

い こ と を 根 拠 に､ 彼 が 脱 退 す る の を 引 き 留 め た｡

* * *
そ こ で､ 計 長 詩 の 計 許 と ｢姉 は ｣ に 誘 っ た 計 成 禅 の 計 P.と比 較 し

て 計 守 我 が 初 細 社 を 脱 退 した 経 済 的 理 由 を 検 討 しよ う｡

両 者 が 共 通 して 計 算 の 前 提 と して い る の は､ 計 守 義 の 生 産 条 件 で

は 単 収 は 30石 で あ る こ と､ 彼 自身 の 初 級 社 で の 出 役 可 能 El数 は 200労

働 日 で あ る こ と､ そ して 初 繊 社 で は 1労 働 日 当 り所 得 は 2元 に な る

と言 う 3点 で あ っ た｡

計 成 禅 が 計 許 した､ 計 守 我 の 所 得 は 次 の よ う な もの で あ っ た.

r挿 恨 ｣ を 通 じて 家 族 経 営 を 行 っ た 場 合 は､

食 鳩 作 物 30石 + 副 産 物 収 入 =年 収 1,000元 (現 金 換 界 評 価 額 )､

に な る と し た｡ そ れ に 対 して 初 級 社 に入 る と年 200日 出 役 して 400

元 に しか な ら な い と した｡

他 方､ 党 支 部 宙 記 計 長 詩 の 計 許 で は､ 個 別 経 営 だ と､ 年 収 碓 30

石 で､ 1石 = 225kg､ 雑 穀 1kg=0.1元 で あ る か ら675元 に な り･･･

食 柑 作 物 675元 +副 産 物 収 入 125元 =800元､



[/L3- C)新上層(iJJn 用llLiHi'tの場合
6'/1

(I司付在り=30il三､ 労働)ブ大棚2人､JJ日出5伯､).ど;2頭､tu'jE巨1台)

蓑1ト 5 初級礼加入以前の農'家の動向

aほr顕園の場合

年次 棚況 経'gi'内容 所得

952年 耕地 2伯 経営に限非を感 じるう])f旭購入 と雇用経営を計両一人臼を恐れてやれなかった

953年 耕地 2伯､家屋 2閲を売却 計占雲 と町で迎輸某をー川業 部光 に失敗 し投弟 も撫鮎 にな る

954年 耕地 2伯伯旭 村 に帰 り､ 農業を四隅 飯米碓保 しか過成

⇒前年の欠ln補填を目指す で きなかった.

bHEl下屑 中農 計守義の場合

年次 概況 経営内容 所得

労働力病弱馬 1娘耕地 6小泊 単収 5石､ 計30石

954年 秋 に初級社 に加入

年次 出端柄の経営内容 村内の状況

952年 1)役讃､ 7r苛巾で通年の運輸業 (lR6-7元 *52年rli収

2)JEi菜は計等起互助組 に参加 川t_収4.8石 第 1初級祉 6石

953年 1)2戸ではb-.助別の結成が不可能になった 1)iJ)級社の稲一一t収を見て､

2)だが､ 加入すると早朝LLi役がlFいo 計'fE起耳助組17戸のうち

偶人の迎輪業がで きな くなる｡ 15戸が節2合作社の設立

3)初級社 に加入 しないで､ ljF3の計文学等 を要求 した○

11戸 と互助緋 を結J)Rした. ZHPJ､荷巾の無宅い了与榊JB家も加入後は､rい笥水準に生楢が向上 した○

95′1年 1)一旦､ 初級礼 に加入 して､ 互助乳lの 日節3初細社の設立安求が

秩 川手を探す ことに した○ 発生 した.

2)申出 計長英 と計長吉の 2戸を探 し 2日l戸の互助組組口の うち

当てて､脱jiiした. 9戸が入社 したので,互

(3戸の互助組概況 :労働力 4人､ 助組 も解散 して しまった

馬 3要員､耕地14伯 )

3)恭瑞揃 のFl親が病気にな り､燭⊥頭

を売って治療費に充てた○

4)計長英の蛸が死亡 した○

5)辿純綿雨で申桝 ,除苛が十分にできない

6)武の母純の死亡､ 共自身の病気 によ り､

山3廿がかさんだ.

貞料 : ｢計家相家家戸戸称音符入札好 ｣,1955年11JllEl. および ｢三郎削(川勺仰路｣,

同11月4日.

話

｣.‖l･

■･.■l
j

･-



占Lt,

に しか な らな い と こ う｡ さ ら に､ そ こ か らJL7;川 ･jjl17､ 飼料､ 拙 /.､

A-3業 税 を 差 し 引 く と -

Rl文 所 糾 800元 一 出 R 税､ ili虚 コ ス トIOO元 = IUUJ～t;､

の 純 所 得 に な る｡ 初 級 )上で は -

200労 働 日 で 400元 + ｢,F,租 ｣60元 + ｢地 机 ｣L10元 + ｢中仙 ｣ 20元

=520元､

の 純 所 相 に な り､ 初 級 礼 の 方 が 有 利 で あ る と した｡

計 成 柿 の 引 印 で は 胴 別 経 営 の 機 合 の 咋 収 か らJlIi潔 税 や 生 花 コ ス ト

が 控 除 さ れ て お らず､ 初 級 礼 に お け る ｢,粥 Fu｣ ｢地 FJl｣ な どの flJ-r/t!Jt

が 計 上 さ れ て い な い こ と が､ 党 支 部 .lH 記 に よ っ て 指 摘 さ れ た の で あ

る｡

だ が､ 収 雌 物 の 評 価 額 が 計 成 祥 の 計 許 で は 1,000元 と 125倍 に 高 く

評 価 さ れ て い る こ と に泊三日す る必 安 が あ る｡

つ ま り､ そ の 辺 い は 王 ･副 産 物 の 価 格 評 価 の 差 に よ る と考 え られ

る が､ こ れ が 例 え ば 市 況 を 見 て 端 境 JgJな ど に 自 由 版 元 す る こ と を 仮

定 し た 価 格 と 国 家 買 付 価 格 の 差 を 意 味 して い る と す れ ば､ 農 業 税 や

生 産 コ ス トを 差 し引 い て も､ 純 所 得 は 400元 ×1.25=500元 と な り､

国 家 に販 売 せ ね ば な らな い初 級 社 の 520元 と比 べ て 20元 の 差 に 留 ま る｡

よ り厳 密 に 考 え て､ この 価 格 差 は 主 ･副産 物 を 販 売 した 場 合 に の み

農 家 経 済 に 意 味 を 持 つ とす れ ば､ 同Ll販 売 す れ ば 個 別 経 営 で 食 指 の

自 由 販 売 を 追 求 した 方 が､ 印 に 1.25倍 の 販 売 所 寺!Iが 経 られ る こ と に

な る｡ そ う す れ ば 家 族 経 営 の 方 が 1-1利 に な る こ と に な る (*)0

*.計 守 誠 が 収雌 物 を す べ て 自家 消糾 して し ま え ば､ 価 格 差

は 恵 llJeが な くな る｡ こ の 点 を検 討 し よ う｡ 計 長 .7L事の引印 で は､ 30

6LI

石 =6,750kgで あ り､ 仮 り に､ 生 産 コ ス ト400元 が飼 料 を 含 め て す

べ て 主 産 物 で 支 出 さ れ る とす れ ば､ 400元 ÷ 0.1元 =4,000kgと な

り､ 生 産 コ ス トを 控 除 した 残 りの 食 柚 は 2.750kgにな る｡ こ こ で､

｢三 定 到 戸 ｣ 政 蹄 の 食 粗 消 費 基 準､ 家 族 1人 当 り280kgを 基 準 に計

芹 す る と､ 計 守 銭 の 家 族 が 9.8人 に通 しな い限 り､ 搬 亮 部 分 が 発 生

す る こ と に な る｡ ま た､ 自 由 版 元 の 場 合 の 価 格 は 0.125元 / kgで､

初 紋 礼 の 価 格 よ り0.025元 商 い か ら､ 初 級 礼 と の 所 柑 蒐 20元 を 埋 め

る に は､ 20元 ÷0.025元 =800kg販 売 す れ ば よ い こ と にな る｡ 本 文

の 分 析 は､ 計 守 苑 が 800kg以 上 販 売 す る 余 楢 が あ る こ とを 前 提 と し

て い る｡

ま た､ ｢新 上 屑 中 脳 ｣ 王弓瑞 滑 の 耶 例 は､ 初級礼 に))u入 す る出 家 が

増 え る 中 で､ 家 族 経 営 を 追 求 す る /fl家 が 把 か れ た 状 況 を 明 示 して い

る (衣 ll- 5C)参 )瑚 )｡

彼 は､ 馬 と荷 車 を 利 用 して､ 虚 業 プ ラ ス通 年 の 副 業 (迎 輪 業 ) と

言 う 経 営 を 行 っ て い た｡ 腿 業 生 産 は 互 助 組 に 参 加 し､ 副 業 は 個 人 で

行 っ て お り､ 単 収 は 初 級 社 よ り低 か っ た が､ 運 輸 業 で ｢1日 に現 金

が 6- 7元 稼 げ る の で 小 追 い銭 に も 困 らな い L J ｢加 入 す る と個 人 の

運 輸 業 が で き な くな る と して､ 加 入 しな か っ た ｣｡

しか し､ 互 助 組 の 他 の 構 成 員 が 次 々 と初 班 社 に加 入 した の で､ 19

53年 と54年 と辿 続 して 新 しい 互 助 組 結 成 の パ ー トナ - を 探 して､ 農

業 生 産 を 維 持 して い た｡

こ こ で､ 荷 稲 梢 の 経 営 面 械 5haが 家 族 の 飯 米 と役 畜 の 飼 料 を 確 保

す る の に 十 分 で あ っ た と仮 定 す れ ば､ 彼 は 食 耀 生 産 で 少 な く と も豪

族 と役 畜 の 食 税 を 確 保 し､ 運 輸 業 で 現 金 所 得 を得 て 所 得 増 大 を 図 っ

て い た こ と に な る｡

しか し､ 母 親 の 病 気 と死 亡 さ らに 式 本 人 の 柄 気 に よ り､ 予 想 外

の dl封 と馬 の 売 却 を 余 儀 な く さ れ､ 互 助 組 の 構 成 員 の 馬 が 死 亡 して､

家 計 的 に も ま た 当 面 の 農 作 業 も 困 難 に 直 面 し､ 応 終 的 に初 級 社 にJuu

入 す る こ と に な っ た｡
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そ こ で､ 同 汗 料 で は 朗 瑞 梢 の 初 級 祉 加 入 i7TJ'後 の 所 得 が 比 較 さ れ て

い る｡ 彼 が 初 級 礼 に 加 入 した 場 合 に は - -

｢馬 fA J (2 頭 ) + ｢地 組 ｣ (511a) + ｢主巨組 J (1台 ) =250元

で あ り､ さ ら に､

夫 如 年 出 役 日 数 250日 ×2元 =500元

で あ り､ 合 計 で 年 所 得 は 750元 に な る｡ 他 方 で､ 彼 の 加 入 iiTJ'の 所 相

は､

5ha総 収 増 血 20石 一 腰 業 税 5石 = 15石 = 3UO元

に し か な らな い と計 Tf.さ れ て い る｡ しか し､ こ の 計 辞 に は IEl6-7

元 の 現 金 所 得 の あ る迎 輪 業 が 考 慮 さ れ て い な い｡ も し､ 初 級 社 と の

計 算 上 の 差 450元 を 埋 め る に は､ 450元 ÷ 7元 -64.3日 の 運 輸 業 を 行

え ば 良 い の で あ り､ 本 来､ 彼 は ｢通 年 の 迎 輪 業 ｣ を行 っ て い た の で

あ る か ら､ 初 級 祉 よ り高 い所 得 を 得 る こ とは 可 能 で あ っ た と言 え よ

う｡ こ こ で も､ 家 族 経 営 を 選 択 した 方 が 有 利 な の で あ り､ 加 入 し た

経 済 的 原 因 は 家 族 の 死 亡 と本 人 の 病 気 さ らに そ れ に よ る 出 資 が 契 機

とな っ て い た の で あ る｡ ま た､ 互 助 組 で の 生 産 が 不 可 能 に な っ た た

め､ ま た そ れ 以 上 は 互 助 組 を 結 成 す る 新 た な パ ー トナ ー が 村 内 で 枯

渇 して し ま っ た こ と も､ 加 入 の 軌 機 に な っ て い た と考 え られ る｡ し

か も､ こ の 状 lLEで 彼 が 初 級 社 に 加 入 して も馬 1頭 分 の ｢馬 粗 ｣ が 減

少 し､ 病 気 に な っ た 彼 の 出 役 日数 の 減 少 す る か ら､ 所 得 が 750元 に逮

す る は ず の 無 い こ と は 明 白 で あ る｡

* * *
以 上､ 考 察 し た 三 つ の 個 別 ヨ‡例 か ら､ ま ず 出 家 の 階 層 変 動 の 状 況

と そ れ へ の 初 級 祉 設 立 の 影 響 を 整 理 し よ う｡

lZj

ま ず､ こ の 三 つ に 共 通 して い る の は､ いづ 九 も馬 を 所 有 して い る

こ と で あ る｡ 無 論､ そ の 日貞数 は 畜 JJ組 作 業 を 拍 成 す る に は 少 な い ち

の で あ っ た が､ ｢挿 は ｣ な ど を 通 じて､ 組 作 業 は 可 能 にな っ て い た

し､ ま た 馬 1 ･2軸 で も 迎 輪 業 を 行 う に は 十 分 で あ っ た｡ この 役 畜

保 有 と そ れ を 元 に した JEi菜 生 産 の 遂 行 あ る い は迎 輸 某 所相 が こ の 3

戸 の 農 家 の 経 営 を 支 え て い た の で あ る｡

しか し､ 家 族 経 営 に も 困 難 が 発 生 す る 場 合 が あ り､ そ れ は 経 営 上

の 損 失 が 生 じ た り､ 家 族 の 病 気 ･死 亡 に よ る 家 計 の 圧 迫､ 労 働 力 の

病 気 な ど に よ り､ こ れ ま で の 経 営 の 維 持 が 不 可 (把に な っ た 場 合 で あ

る｡ も ち ろ ん､ 当 座 は fJl地 や 役 畜 の 売 却 に よ っ て 家 言1負 担 を軽 減 で

き る が､ そ れ は 経 営 の 資 金 的 ･物 的 ∠占鯉 の t.)JりJJilLに よ っ て 賄 わ れ

る の で あ り原 状 に 役 帰 で き る わ け で は な い｡

初 級 社 は､ こ の よ う に 家 族 経 営 の 基 地 を蛾 失 した 腿 家 に とっ て､

最 後 的 に 身 を 寄 せ る と こ ろ と な っ た が､ そ れ は rjI態 の 一 側 面 に過 ぎ

ず､ 他 方 で は ｢押 †具 ｣ を 行 え る よ う な パ ー トナ ー が､ 村 内 に残 っ て

い な い た め､ 股 業 生 産 を 続 行 す る に は 初 級 社 に加 入 す る以 外 の 選 択

枝 が 殊 さ れ て い な か っ た こ と も指 摘 さ れ ね ば な らな い｡ こ の 側 面 で

は､ 初 紋 社 の 設 立 は ま す 家 族 経 営 の 発 展 を抑 制 す る作 用 を 及 ぼ して

い た の で あ る｡

こ の よ う に､ 初 級 社 の 設 立 が 土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 が 残 存 す る 環

鳩 を 徐 々 に狭 め て い く背 恩 に は､ も ち ろ ん 同 資 料 が 示 す よ う に端 境

期 の 飯 米 確 保 に も哨 (･よ う な 危 機 的 状 況 に 置 か れ た貧 困 農 家 が, 高

い単 収 を 実 現 して い る 初 級 社 に殺 到 した こ と が 存 在 す る｡ しか し､

前 編 と本 編 の こ れ ま で の 考 察 で は､ 初 級 社 の 設 立 過 程 や 設 立 後 の 運

営 に は 多 くの 問 題 点 が あ っ た こ と も留 意 す る 必 要 が あ り､ 初 級 社 が

貧 困 戯 家 を 救 済 す る "実 力 " を 備 え て い た こ とを 手 放 しで 評 価 す る

訳 に も い か な い｡

た だ､ 少 な く と も 家 族 経 営 を維 持 で き る物 的 経 営 基 盤 を 備 え た 農

家 に と っ て､ 初 紬 社 は 不 要 な も の で あ っ た こ とが 確 認 で き よ う｡
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第 3節 食 凶 巌 家 と初 級 祉

本 節 で は､ ｢底 辺 Lu叩 ｣ を 含 む 発 幽戯 家 が 荘 か れ て い た 状 況 と､

彼 ら を 初 級 社 へ 組 織 す る こ と が ど の 様 な 意 味 あ る い は 閲 題 を 持 っ て

い た の か を､ 勃 利 県､ 依 安 児､ 三内河 県 お よ び 呼 f誠 県 の 4つ の gI例 か

ら考 紫 す る｡

土 地 改 革 前 の 膜 村 の 貧 困 戯 家 と は r屈 腿 ｣ と ｢底 辺 世 相 ｣ を 指 し

て い た が､ 前 者 は､ よ り よ い 屈 用､ 生 酒 条 件 を 求 め､ ま た 炎 者 を 回

避 して 各 地 の 腿 付 を 泊 り歩 き な が ら生 酒 を 維 持 して い た｡ 後 者 は､

乞 食 な ど と して 戯 村 に抑 留 して い た (約 1指 節 1帝 節 6節 B)

項 )｡

土 地 改 串 後 に な る と､ 彼 ら を 屈 用 す る ｢大 JiB｣ ｢LL'J,gl｣ の 屈 用 経

営 は､ 土 地 改 帯 で そ の 物 的 生 産 基 出 を 失 い 消 滅 して い た｡ そ の た め､

自 らの 家 族 労 働 力 に依 拠 し､ ま た 互 助 組 へ の 参 加 を通 じて 家 族 経 営

を 維 持 す る こ と を 余 儀 な く さ れ た が､ 地 域 I;りの 移 軌 を 含 ん だ ｢貧 凶

停 滞 ｣ の 状 況 に あ っ た (節 1編 第 2章 雄 5節 )｡

ま た､ 本 絹 で は す で に初 級 社 に お け る 労 働 力 組 織､ jJl地 ･役 畜 の

利 用 お よ び 収 益 分 配 の 各 面 で､ 貧 困 鹿 家 が 極 め て 不 利 な 立 場 に 置 か

れ た こ と を 指 摘 した が､ 本 節 で は 巌 締 約 に こ れ らの 考 察 結 果 を 腿 家

の 階 層 変 軌 の 中 に 位 置 づ け る こ と を 目 的 とす る｡

A )貧 困 段 家 の 初 級 社 か らの 排 斥 と ｢屈 Ji2｣ へ の 回 帰

本 項 で は､ 勃 利 爪 と依 安 県 の 事 例 か ら初 級 社 に 加 入 で き な い 升 凶

農 家 の 状 況 を 考 察 す る｡

ま ず､ 初 級 社 に加 入 して い な い 貧 困 良 家 の 状 況 を 考 察 す る｡ 最 初

の 事 例 は､ 勃 利 県 第 3区 吉 興 河 村 の も の で､ 1955年 初 頭 の )Bi家

概 況 は 表 11- 6a)の 通 りで あ っ た (註 11)｡

吉 興 河 村 で は､ す で に 71% の 農 家 が 初 級 礼 に 加 入 して い た が､ 未

組 織 農 家 の 6割 軌､ 全 段 家 の 5% に相 当 す る 18戸 が 貧 困 農 家 で あ っ

た｡

こ の 来 純 絹 の 焚 凶 脱 家 の 状 況 は､ 衷 11-6b)に 見 る よ う に 戸 主 つ

a)農家概況

62.I-

衣 ll-6 初級祉設立lUJの壬ttLJJli'itの状況 (その 1)

(勃利少.1 第 3区 吉則河村､ L955年)

村全体 初級祉加入 互助紬参加 大和捕I'P<家 うちfil囚農家

戸数 342戸 243戸 71戸 28戸 18戸

言上:r乃肘農家 ｣欄の百分比も村全体に対する比rnc

b)fi凶農家の棚iJL

乃凶/I.!ui家戸主年齢 家JJi労働力状況 ,一 役畜保有研
っO歳 31-SO歳 5l歳 無 し 半 人前 一人前 仔 牛 仔ラバ 役宵

以下 以上 . 1人 1人 ⊥頭 1規 離 し

戸数 1戸 ー2戸 1戸 l3戸5戸 4/コ 1戸 ⊥戸 16戸

iZZ料 : ｢吉興河村妥酋安芯老弱残疾戸 生産 ｣,崩穏江 日報 1955年3月 17日
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ま り基 幹 的 な JH 働 力 が 51歳 以 上 で､ 従 っ て -itL一人 11TJ'の L労 働 力 で あ る JL3

家 が 過 半 を 占 め て お り､ ま た 大 部 分 が 役 畜 を 所 JrJ-して い な か っ た (

こ れ らの 農 家 は 型 な どの 脱 臭 もJTr有 して い な い と言 う ). ま た､ 所

有 して い て も 作 業 能 力 の 劣 っ た 牛､ ラ バ な ど で あ っ た｡

こ の よ う な 1†凶 農 家 が 未 組 織 状 態 に あ る の は､ 初 級 礼 か ら加 入 を

拒 否 さ れ て い る か らで あ っ た｡ 県 委 員 会 と村 党 支 部 が 初 級 社 に 対 し

て 貧 困 戊 家 の 受 け 入 れ を 要 綱 した と き に､ そ れ を 拒 否 した 理 ELlは､

｢初 級 社 の 運 営 が 軌 道 に 乗 っ た ば か りな の に､ 彼 らを た だ で 式 う 必

要 は な い ｣､ ｢労 働 能 力 の 無 い 良 家 が 加 入 して 来 る と､増 産 に 影 守

す る ｣､ ま た ｢分 囚農 家 に も 均 等 に投 資 さ せ な い と不 公 平 で あ る ｣

と い う も の で あ っ た. こ れ らの 理 由 は 表 に 示 し た ご と く､ 翁 凶 出 家

が 労 働 力､ 役 畜 お よ び社 内 生 産 投 資 等 の 面 で､ 力 崩 に 乏 し い こ と を

反 映 して お り､ 一 人 前 の 社 員 と して の 義 務 を 果 た せ な い こ と を 埋 山

に 加 入 を 拒 否 さ れ た の で あ る｡

他 方 で､ 初 級 礼 に 加 入 して い な い富 裕 Jii家 は､ 社 外 に排 斥 さ れ た

貧 困 農 家 を ｢挿 幌 の 相 手 とす る か､ ま た は 年 屈 ･臨 時 屈 用 と して 屈

用 す る こ と を 計 画 して い た ｣ と い う｡

* * *
次 に､ 依 安 爪 第 11区 の 民 楽 村 で も､ 蓑 11- 7a)の よ う に 71% の

農 家 が す で に 初 級 社 に組 織 さ れ て い た が 兼 組 綴 戯 家 の 40% 弱 が 貧 関

農 家 で あ っ た (註 12)｡

同袈b)に よ れ ば､ そ の 23戸 の 貧 困 儲 家 は､ 老 人 世 相､ 病 人 .陣 富

者 世 相 な ど労 働 能 力 の 劣 っ た 農 家 か 多 くの 扶 養 家 族 や 病 人 を 抱 え た

農 家 で あ っ た｡

彼 らは 初 紋 社 か ら排 除 さ れ､ 互 助 組 も 生 産 条 件 の 完 備 し た 戯 家 同

士 の 組 織 で あ っ た た め そ こ か ら も 排 斥 さ れ て.い る と言 う｡

特 に､ 労 働 力 は 健 康 だ が 扶 養 家 族 が 多 か っ た り､ 病 人 を 抱 え て 貧

しい 6戸 の 農 家 の う ち､ 4戸 は 初 級 社 に 加 入 す る こ と を 要 求 して い

た が ｢初 級 社 で は 均 等 割 りで 投 資 が 賓 求 さ れ る の で 貧 困 良 家 は 投 資

で きず に 排 斥 さ れ て い る ｣｡

RH-7 初級礼讃ikiLjUJの乃困Ll笠家の状況 (その2)

(依'女9it 那 11区 LhL柴村､ 1955咋)

臼 ')

a)農家概況

村全体 初級祉加入 兼組手紙農家 うち員岨農家

戸数 2HF- 】52戸 62戸 23戸

bJfi}幽農家の家族労働力の18t況

労働力の状沢 老人 病弱 .阿害者 讃婦 クJT-独身者 労働力は腿俳だが家族が多いt柄人あり

戸数 9戸 4戸 2戸 2戸 6戸

C)よ組織JrR家の概況

未組織 農 家 初級祉設立屯 初級札束設立屯

未紺繊 うち 同盟7-凶 未到l織 うち

Jl!iLi 'iir裕J'1%家 農家 /'Bi家 負凶J'.iu%家

戸数 62戸 28戸 13戸 】5戸 34戸 8戸

喜上;指弧内の百分比も未組織農家総数に対するものO

損料 : ｢棚儀安IB社外老gij5ru疾農民生産 ｣,耗日誌江E]報1955年3月日日
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貧 困 脱 家 排 斥 の 状 況 を 示 し た の が 衣 11- 7C)で あ る｡ そ こ で は､

初 級 礼 の 設 立 さ れ た 屯 の 未 組 織 JB家 の 中 で の 貧 困 腿家 の 比 東 の 方 が～

初 級 社 の 無 い 屯 (南 合 屯 ) の 未 組 織 腿 家 (当 然 で あ る が ) の 中 の 発

困 農 家 の 比 虫 よ り も 高 くな っ て い る こ と で あ る｡ つ ま り､ 初 紋 社 の

設 立 さ れ た 屯 で は 貧 困 戯 家 が 排 rFさ れ､ 兼 純 絹 -家 族 経 営 腿 家 中 の

比 虫 も向 くな る の で あ る｡

* * *
こ の よ う に､ 貧 困 戯 家 は 初 級 社 の 設 立 が 進 む 中 で そ こ か ら排 斥 さ

れ る 傾 向 に あ っ た｡ そ の 原 因 は､ 初 紬 社 へ の 作 業 山 役､ 役 畜Lu汗､

生 産 投 策 資 金 の 出 貨 な ど腿 家 の 生 産 基 地 と拝 金 負 担 JJの 欠 如 に あ っ

た の で あ る｡ そ して､ 社 外 に 放 っ た 笛 椅 戯 家 を 中 心 と して､ 焚 凶 腿

家 の 一 部 を 段 麺 労 働 力 と して 屈 用 す る 旧 来 の l姻係 が 存 在 し, 排斥 さ

れ た 焚 四 股 家 に と っ て は 旧 来 の 関 係 の 中 に 身 を 置 く こ との み が 雌 ~

耕 さ れ た 迫 で あ っ た の で あ る｡

B )貧 困 農 家 の 初 級 祉 加 入 の 意 味 - 貧 困 状 況 の 継 続 一

本 項 で は､ 貧 困 農 家 が 初 級 社 に 加 入 す る以 前 の 状 況､ 加 入 ま で の

経 緯 お よ び 加 入 後 の 状 況 を 考 察 す る｡

ま ず､ 呼 舶 児 双 井 区 水 師 村 の 五 二 五 初 級 社 の 耶 例 を 取 り上 げ

る (証 13)｡

五 二 五 合 作 杜 は 1955年 春 に 設 立 さ れ た が､ 1年 間 の 生 産 が 終 7 し

た 55年 欣 時 点 で の 状 況 は 次 の 通 り で あ っ た｡ 社 員 戸 数 は 26戸､ 男 チ

労 働 力 31名､ 女 子 労 働 力 27名､ 排 地 面 梯 78･4haで､ 1戸 当 り労 働 力

数 は 2.2人 (男 子 の み は 平 均 1.2人 ) と､ 平 均 値 で 見 る と段 家 の 労 働

力 状 況 は そ れ ほ ど悪 くな く､ 実 隙 に も ｢一 部 に _ 労 働 力 の 弱

い 儲 家 も い る ｣ と い う 程 度 で あ っ た.

ま た､ 衷 11- 8a)に よ る と祉 貝 全 体 の 9割 が ｢1‡戯 ｣ で､ 馬 を 所

有 し な い 農 家 と 負 倍 を抱 え た 良 家 が そ れ ぞ れ 6割 弱､ 7割 を 占 め る

よ う な 状 態 で あ っ た｡

だ が､ 1955年 の 初 級 祉 の 食 柑 生 産 は 平 均 単 収 が 1.580kgで､ 前 年 ま

ぷIJ-8 初級祉設5'(.州のfi払鳩 家の榔 比 (その3)

(呼i捌 ,L一 双井区 水仙村 五二五初級IJ.､ L955年)
a)初級祉祉IQのJP,t況

6コア

総戸数 うちfモ農 fJBlflJ'& I.5難所イj-農家 f'lIFI農家

戸数 26戸 24戸 2戸 lS戸 18戸

いfi凶J'1%家の初級祉)JLJ入I】;JJO)状況

断屑 .氏名 農家概況 緑IE:i:状況

Ti戯 李仁生 本人は体力が弱い Q)rTIrlは｣でJI二を導入 (支出

j1)-r布地 1.5伯､役畜如 し 40-50元支山)(お11_u))組)川入､咋収敬7-8石蝕米日給退JJE､ しか し破I氾邦 .が不足 し､iFJOO余元のfユ例.

下層中農 9人家族､ 労働力 ⊥人､ 年収楼金川数石､ 飯米自給達成

幻料 : ｢一個山fiJIEHLl下中農夕朋子的合作祉 ｣ , ,Ll主砲江 El軸1955年 日月16日

～ド Jや: 日 了
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で の 互 助 純 の 時 川Jよ り400-5OOkgJt.Y,J推 し た し､ ｢ ドJ田中Jn Jの祉口
許出 は､ 労 働 プJ1人､ ,Fal亘臥 排 他 Ghaと い う 状 執!で､ 606元 の 1-iJ-r

得 を 青緑て､ IlTiiFの ▲180元 よ り26.3% の jtY.1収 に な っ た と .てう｡ た だ､ jt.Yl

産 後 の 社 員 全 休 の 一 般 的 状 況 は 不 明 で あ る｡

袈 11- 8b)や は､ ｢貿 JB ｣ r下 層 ■いJn ｣ 各 1戸 の lJ日比が 示 さ れ て

い る｡

｢分 段 ｣ の 李 仁 生 の 場 合 は､ 本 人 白 身 の 労 tiJI能 力 が 低 く､ ｢挿恨 ｣

や互助 組 に 参 加 して も飯 米 白菜C;が や っ と で､ 被服gILな ど現 金 支 ul分

ま で 碓 保 で き ず 負 け)が 累 机 して い た｡

｢下 層 中 )'ii｣ の 郎 海 山 は 抜 道 家 族 が 多 く､ そ の た め に頒 米 臆 保 が

や っ とで 碓 子 用 の 穀 物 が 不 足 して い た｡

次 に三内河 児 外隆 村 の 新 民 初 紬 礼 の 吻 合 で あ る が､ 同 初 細 ネl･は HJ

52年 に 設 立 さ れ た (註 14)｡

設 立 当 時 の 8戸 の ｢介 JIl｣ の 54年 帖 点 の 状 況 は､ 蓑 11- 9a)の 通

りで あ る が､ 8戸 の う ち 2戸 は 家 族 の 死 亡､ 労 働 力 の 病 気､ 扶 養 家

族 が 多 い こ と な どの 原 因 が 重 な り い ま だ 貧 困 状 態 に あ っ た｡ そ の 他

は ｢llj農 ｣ 水 準 に 生 請 が 向 上 した と言 う｡ 2戸 の ｢舛 IFIi｣ と r中 段｣

に 上 昇 し た 良 家 の う ち 1戸 の 状 況 を 具 体 的 に 示 し た の が､ 表 111 9

虹1の 屈 初 の 3例 で あ る｡ た だ､ ｢中 段 ｣ に な っ た 重 源 が 生 産 手 段 を

取 得 し負 債 を 返 済 し た経 緯 に つ い て は 不 明 で あ る｡

同衣 b)の 4つ 日 の 酌 例 で あ る､ lul憎 春 は 上 地 改 革 で す.fJを 分 配 さ れ

た が そ れ を 売 却 して しま い､ そ の 後 様 々 な 1度助 を 受 け る も の の､ 生

痛 の 貧 困､ 負 倍 返 済 問 題 は 解 決 で きず､ 自 ら町 へ 移 住 して 臨 時 工 に

な り侶 金 の 返 済 を し よ う と言1画 し た り､ 逆 に互助 組 か ら も 除 名 さ れ

た り し､ L芯後 に よ う や くiJ)級 礼 に 転 が り込 ん で 火 た の で あ る｡ ま た､

介腿 の 安渦 林 は 一 旦 は 初 級 社 に))u入 した が､ 翌 年 に 町 に 出 て 稲 亮 を

始 め た が 失 敗 して 初 級 礼 に 役 付 して き た｡

* * *
こ こ で 考 察 さ れ た の は､ 珊 1に 初 級 社 に 加 入 して 凍 る よ う な 丹 囚

JHl19 初級祉誰､川JJの7川 場 '#の状況 (その 4)

(納か.Ill.t 州隆村 gJil:ti初級礼､ 1955咋 )

a)初級利.設立後のtHiのこい.T;-状況

G7/

】952咋設立時 l954咋春季 鵬考

祉fl戸数 25戸 66戸

加入lf.t=Fに 8戸 貧農 n伯の),E;i凶 :①家族3,E亡

汽/'Rだった 2戸 僧)労働)Jの蛸言も

JSi家のLld状 (謝状衣'&族が多い

..｣

.I
J;..'
1

-
-

-A-
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b)壬ミ囚農家の変化

入社前の階層及び氏名 55年現在に空ろまでの経純

年次 状況

汽崩 王国祥 J952年 初級礼 にノ川人.

1955咋呪在 家族死亡 と娘柄粥によリ3号州○

fi7t農 王国煉 1952ili 初級礼 に仙人○

)955咋現在 扶題家族が多 く､ 本人柄朗によりfモ凶○

芸濃 韮源I 1952年概況 家JJn朽成 木人 +安 +7-Llt2人の 4人家族

つ 劣 った馬 1所 (評価鰐川0万元 )を所41

J952咋 松子 .飼料は欠如初級礼に加入 ○

1955年規/f 桝イ了生産干f主と評JLnl衝 390万元

伯金を返済 して､ 貯金70ノ了元を残す(巾]&)○

'fi戯 曲恒番 L947年 土地改革で腔良な馬 2預を分配される○

L949iF 馬 2東門を売却 し､ 老馬 1頭が残る.

う生産能力が低下 し､伯JJ.Jも噌)Jtlした.

?年1952年 農業税免除o 国家の触法､ 飯米Ⅰ‡付けを受ける

う生柏のf与圧】は脈状できない○

伯肘返消州l眼の到来○

⇒家屋 .耕地売却と､ llllで臨時工就滋を計所.

1953咋)954iF う党員から柚 子 .馬をlat人 し､ 互助組に参JJu｡

イ削lj近手刷UJ附の持度到来○

う桃子用穀物を売却ー 互助組から除名される.

初級礼 に加入○

貨農 豊胸林 J952咋 初級社 にJ川人○

)953年 一定の規金を元手に依安土lT.Lで商JlE榊業.

式料 : r一個認虫ilr徹階級政策的合作社 ｣,鵜屯江 日報1955咋3FHgl]

占33

倍 家 は､ 町 に 出 て 生 酒 を 維 持 し､ 子i仙 才人!LBを 脱 しよ う と して も 必 ず

しも そ れ に成 I))せ ず､ 物 的 生 産 基 盤 を 喪 失 し､ 負 偶 を 負 い､ 瓜 終 的

に初 細 社 に加 入 して き て い る こ と､ 発 2に初 細 社 に加 入 して も､ す

ぐさ ま 焚 園 を 脱 せ る わ け で は な く､ 依 然 と して 家 族 経 営 の 時 州 と 同

じ原 因 の た め に li凶 状 態 に留 ま る こ と､ の 2点 で あ る｡

第 1の 貧 困 に 帽 (･貧 困 腿 家 が 初 細 社 に 加 入 した 耶 実 は､ 前 項 の 考

察 と矛 盾 す る が こ の 点 は 次 項 で 考 察 す る｡ こ こ で 指 摘 した い の は､

初 級 礼 に 加 入 して も､ 加 入 しな くて も､ 家 族 労 働 力 が 少 な か っ た り､

扶 養 家 族 が 多 い､ 病 人 を 抱 え て い る な どの 状 況 が あ れ ば 乃 EElで あ る

こ と に 変 わ り無 い と い う こ と､ 言 い換 え れ ば､ 初 級 社 に加 入 して も

こ う した 家 族 の ラ イ フ ･サ イ ク ル や そ の 過 棺 で 生 じる病 気 な どの 契

因 は 解 決 さ れ ず､ 引 続 き 貧 困 の 原 因 と して 作 用 し続 け る点 で あ る｡

そ れ は､ 恐 ら く初 級 礼 に お け る 収 益 分 配 が 山 役 報 酬 と ｢地 相 ｣ ｢

馬 粗 ｣ な ど か ら構 成 さ れ て い る こ と と槻 迎 す る｡ つ ま り出 役 報 酬 は､

第 1に 山 役 で き る豪 族 労 働 力 の 作 業 能 力 に左 右 さ れ る こ と､ 第 2 に

所 得 を得 る の は あ く ま で も 出 役 した も の に限 られ､ 彼 の 家 族 の 生 活

は 彼 自 身 に か か っ て い る か らで あ る｡ 従 っ て､ 労 働 力 が 病 気 に な っ

た り扶 養 人 口 が 多 い 農 家 は 貧 困 を 脱 却 す る こ とは で き な い の で あ る｡

ま た ｢地 組 ｣ ｢馬 組 ｣ に つ い て も､ ‡‡困 農 家 は 加 入 以 前 に そ れ らを

売 却 処 分 して 家 計 を 維 持 して き た の で あ る か ら､ 加 入 した 時 点 で ｢

地 租 ｣ ｢馬 粗 ｣ で 生 計 を 維 持 す る 迫 は 閉 ざ さ れ て い る と考 え て よ い｡

こ う した､ 初 級 礼 の 制 度 的 前 提 の 下 で は､ 貧 困 農 家 は 加 入 後 も 貧

困 農 家 あ る い は ｢底 辺 世 相 ｣ と して 堆 椙 す る こ と に な る の で あ る｡

C )初 放 社 に お け る 発 戚 戯 家 へ の 優 遇 政 蹄 の 意 味

こ れ ま で は､ 貧 困 段 家 が 初 級 社 か ら排 斥 さ れ た こ とが､ 初 級 社 に

お け る労 働 LLi役､ 役 畜 山 草､ 生 産 投 資 資 金 の 出 資 な どの 面 で 彼 らが

非 力 で あ る こ と に起 因 し､ ま た初 細 社 に 加 入 で き た と して も家 族 (

労 働 力 ) の 状 況 か ら貧 困 状 態 を脱 し得 な い こ と を 考 察 して き た｡

ま た､ 本 絹 の 節 9車 や 節 10帝 で も同 様 の 傾 向 が 指 摘 され た8
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本 項 で は､ 初 級 社 を 設 立 し分 凶 戯 家 を そ こ に紬 繊 す る 側 が､ こ 礼

ら問 題 を どの 様 に解 決 し よ う と し た の か を 考 察 し､ そ こ か ら1pf囚 戯

家 が 初 級 社 か ら排 斥 さ れ る こ と､ あ る い は 逆 に そ こ に 加 入 さ せ る こ

との 本 質 的 問 題 点 を 析 LLiす る｡

こ こ で は､ 荊 2項 と同 じ資 料 を 利 用 す る が､ ま す 勃 利 照 約 3区

の 吉 興 河 村 で､ 貧 困 腿 家 を初 級 社 に加 入 させ る た め に 採 られ た 摘 記

を 考 察 す る (証 15)｡

当 初､ 中 共 勃 利 県 委 員 会 と そ の 指 導 下 に あ っ た 吉 鼎 河 村 党 支 部 が

1足案 し た の は ･･･小

節 ⊥ に､ 3号囚 戯 家 に つ い て は ｢政 肘 招 助 で しか 救 析 で きず､ 村 内 で

は 救 済 他 力 が ,無 い ｣､ 第 2 に､ し か し､ 貸 凶IB家 を 初 級 礼 にJuu入 さ

せ て ｢地 組 を 多 め に 支 払 う よ う に す る か､ も し くは 互 助 組 に 参 加 さ

せ て 馬 保 有 JSi家 へ の 馬 作 業 料 を 引 き下 げ る 方 法 で 横 越 す る ｣､ ま た

節 3に､ r互 助 合 作 組 織 に加 入 さ せ て､ 経 営 部 門 を 増 や して そ こ に

就 業 場 面 を 与 え る ｣ な ど の 方 法 で 救 済 で き る､ と い う 3点 で あ っ た｡

こ れ に対 して は､ す で に社 員 と な っ て い た 農 家 か ら反 発 が 生 じ た

た め､ r党 員 が 互 助 組 ･初 級 社 を 分 担 して 思 想 工 作 を 行 う ｣ と 同 時

に､ 未 組 織 の 貧 困 段 家 18戸 に つ い て､ 衷 11- 10上 半 分 に示 した よ う

な 対 韓 を 採 用 した｡

18戸 の 段 家 の 対 応 と状 況 に よ っ て 含 め て 4通 りの 措 置 が 採 られ た｡

初 級 社 に加 入 させ た 農 家 に つ い て は､ 生 産 投 資 の た め の LLi資 資 金

の 割 り当 て を 半 免 ま た は 期 限 延 長 と し､ 労 働 力 に つ い て は 補 助 的 あ

る い は 副 業 的 作 業 を 割 り 当 て た｡ そ の 他 の 段 家 に つ い て は､ 初 級 社

や 互 助 組 に 作 業 面 で の 掴 助 を 行 っ た｡

当 初 の､ ｢地 組 ｣ 分 配 の 優 遇 や 互 助 組 で の 役 畜 作 業 料 の 優 遇 な ど

は 見 送 られ た よ う で あ る が､ 半 人 前 で あ れ 労 働 力 の あ る 腿 家 に つ い

て は 作 業 の 割 り 当 て 面 で 配 慮 し､ Lb資 資 金 は 無 理 に徴 収 せ ず､ 労 働

力 が 無 か っ た り組 織 へ の 加 入 を拒 否 し た 膿 家 に つ い て は 主 と して 作

業 面 で の ほ 助 を 行 い､ 所 得 を 直 接 補助 す る 方 式 は 採 用 さ れ な か っ たC

* * *

占)'1-

裁 11-10 初級社における乃凶農家への債辿Llfm

農家規型 戸数 ft鵬農家への対応 .使迎jtl,t挺

生産面 生描面

①勃利県 第 3区 吉興河村

生産手段 . 5戸 *初級社に吸収する労働力が ①生産投讃 :Llliq金半免 2戸

一定ある 出iu U1限延長 3戸(訓乍業割当て:負担可能な､梯肥養豚､ゴザ綱み､野菜作 り

労働能力欠如 1 戸 *初級社が代理耕作を行 う

加入拒否 5戸 *初級礼が低価格で畜力作業′ *生活の面倒は親戚

と農架相通糊作業を代行. ･友人に任せる

労働力あり 7戸 *成紙優秀な互助組に参加させる.

②依安児 第 11区 民楽村

初級社への 4戸 生産投資の免除

加入を要求 (社貝の同意をfjtJ'桂として)

労働力が 9戸 古裕農家のいる互助組に参加させ

ある 労働力 .役畜不足を補う.

老人 .病弱祉 7戸 初級社が各農作業を代行する○

脚嘗者･## 3戸. 村全体で生描保護を行 う

Yl料 :①表 11-8に同 じ｡②表11-7に同 じ｡
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ま た 依 安 県 節 目 区 民 楽 村 で は､ 1955年 に村 !'1支 部 は t,Ftお よ び

対 熊 を こ う じ た (註 16)｡

こ こ で も､ 初 級 礼 に 加 入 す る IiH家 に つ い て は 生 産 投 汗 を 免 I徐 し く

こ こ で は 全 免 )､ そ の 他 に つ い て は 作 業 の 掴 肋 を 行 い､ た だ搾'･-I;省

と寡 婦 に つ い て の み 生 酒 保 言錘を 行 っ た.

三郎可爪 興 隆 村 の 新 民 初 級 社 で は､ 生 産 投 資 山 門 拝 金 の Lb節 の 減

免 と 同 時 に､ ｢地 組 J ｢馬 租 ｣ な どの 引 き下 げ も 以 下 の よ う な 手 順

で 行 っ た (註 17)｡

ま す､ 生 産 投 輯 津 金 に つ い て は､ 1952年 の 初 細 祉 設 立 の 時 点 で･

1労 働 力 当 り生 産 手 段 投 汚 資 金 と して 218万 元､ 碓 子 ･飼 料 拝 金 と し

て 164元 徴 収 す る こ と に し た (*)｡ そ の 際､ LuYfが 凶 純 な JS!家 に つ

い て は 徴 収 を 延 期 し､ 笛 裕 脇 家 に 肩 代 り山 狩 さ せ 彼 ら に は 0･027%の

利 息 を 支 払 う こ と に した｡

しか し1954年 秋 に な る と､ 従 来 の 方 法 で は ｢投 汗 を 延 州 さ れ た､

っ ま り侶 金 を して い る貧 農 は 所 得 に影 響 す る の で､ 困 難 な も の は 全

額 免 除 す る こ と に した ｣ と い う｡

*: 生 産 手 段 投 資 や 金 と は､ 役 畜･ 農 具 な ど の 購 入 基 金､ 1壁

子 ･飼 料 資 金 とは､ 当 年 の 種 子､ 飼 料 調 達 基 金 を そ れ ぞ れ 指 して

い る｡

ま た､ 収 益 分 配 に つ い て は､ 1952年 に は 生 産 手 段 出 削 こ対 す る 収

益 分 配 比 率 を 20% と し､ 出 役 労 働 報 酬 は 80% と し た が･ ｢そ れ は 0･

04% の 利 息 を 支 払 う の に 等 し い の で､ 1953年 に は 15% に 引 き下 げ た｣

と い う (**)｡

し か し､ 定 率 報 酬 は 生 産 の 増 大 に 伴 い 生 産 手 段 の 出 資 に 対 す る 報

酬 が 増 大 す る こ と に な る の で､ 1954年 に は 生 産 手 段 の 価 値 に対 して

0.02% の 利 息 支 払 い す る こ と に し た｡ そ の 際 に､ ｢中 戯 社 員 の 不 満

に つ い て は 討 論 会 や そ の 他 の 方 法 で 教 育 し｣ 不 満 を抑 え 込 ん だ｡

持つ

こ れ は､ 生 産 手 段 を持 た な い 発 凶 出 家 にr対係 の ,無 い 生 産 手 段 の 出

資 高 配 当 を 引 き 下 げ､ Lu役 労 働 報 酬 の 分 配 部 分 を 増 大 し､ 弁 囲 戯 家

も含 め て 山 役 労 働 に よ る 所 得 を 増 や す こ とが El的 で あ っ た｡

**:こ れ ま で 考 群 して き た､ ｢JtHu｣ ｢,Fbm ｣ は､ そ の 出 照

額 =評 価 Wlに 応 じた 定 称 あ る い は 定 率 の 報 酬 分 配 で あ っ た が､ そ

の 総 額 は 他 面 で 山 役 労 働 報 酬 との 比 率 で 規 制 さ れ て い る｡ こ の 点

は ｢馬 組 ｣ ｢地 組 ｣ の 性 格 に rAlわ る Fal腿 で あ る が､ 小 論 で は Yf料

の 制 約 か ら注 記 す る に と ど め ざ る を 得 な い｡

* * *
以 上 の 三 つ の Igi例 は､ い づ れ も 初 級 祉 加 入 嶋 点 に社 員 に均 等 配 分

さ れ る 汗 金 LLi汗 の 減 免 を 含 ん で お り､ 用 後 の 呼 r姐 爪 の fJl例 で は ｢地

組 J r偶 組 ｣ も 引 き 下 げ られ た｡ こ の よ う に､ 於 幽 瓜 家 の 初 級 祉 加

入 に つ い て 言 わ ば "下 駄 を 届 か せ る " こ とは 何 を 意 味 して い る の で

あ ろ う か? そ の 意 味 を こ こ で は 検 討 す る｡

A ) a ) 項 で 考 察 した よ う に､ 発 射 戯 家 と は､ 静態 的 に 把 握 す れ

ば､ 家 族 労 働 力 が 不 完 全 で あ っ た り､ 例 え 健 康 で 一 人 前 の 労 働 力 が

あ っ て も 扶 養 家 族 が 多 か っ た り､ 病 人 を 抱 え た り生 計升 の 圧 迫 が 強

い良 家 で あ る｡ そ の 経 歴 を 見 て も､ Tli業 に失 敗 した り､ 生 計 guLが 過

大 で あ っ た り して､ 役 商 や 桝 地 な ど家 計 の ス トッ ク部 分 を 売 却 して

食 い つ な ぎ､ そ れ で も rlli'jを 負 っ て い る よ う な 戯 家 で あ っ た｡

そ の 様 な Jia家 に 対 して､ 初 級 祉 祉 員 と して 一 人 前 に役 畜 を 出 照 さ

せ､ 生 産 機 資 資 金 を 負 担 させ る こ と も､ ま た 出 役 労 働 報 酬 に よ っ て

生 計 を 立 て る こ とは 不 可 能 で あ る｡ そ こ で､ "下 駄 を 履 か せ る " な

り､ 作 共 面 で の 掘 助 な どの 優 遇 柑 把 が 必 質 に な っ た の で あ る｡

こ の 時 に､ 土 地 改 革 前 の 農 家 が ｢屈 戯 J か ら小 作､ 自作 農 に 成 り

上 が り､ ま た 土 地 改 革 後 の 農 家 が IL3菜 あ る い は 副 業 を通 じて a'弟 に

屈 用 経 営 へ と発 展 して き た こ とを 想 起 す れ ば､ 貧 困 農 家 へ の 優 遇 措

置 は こ の 様 な 糊 閲 あ る い は プ ロセ ス を経 過 す る こ とな く､ 貧 困 戯 家
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を 一 人 前 の 巌 家 に 仕 立 て 上 げ る こ と を 悲 味 して い た と雌 解 で き る の

で あ る｡ さ ら に､ 土 地 改 解 析 で あ れ 後 で あ れ､ そ の よ う な 上 卯 は r

屈 巌 ｣ や 土 地 改 革 後 の 戯 家 す べ て に 可 能 で あ っ た 訳 で な く､ 多 くの

貧 困 儲 家 は 絶 え ず 腿 村 lH]を 移 住 し､ ま た 腿 村 に ｢壬i凶 ttI･抑 ｣ して い

た の で あ る｡ 従 っ て､ 初 級 杜 へ 加 入 す る 貧 困 腿 家 へ の 優 遇 相 和 は､

非 柿 に高 い 確 率 で､ つ ま り加 入 を 望 む す べ て の 貧 困 出 家 の 上 昇 を 保

証 す る薄 味 を 持 っ て い た の で あ る｡

そ して､ こ の 優 遇 措 置 は 思 想 工 作 を 通 じて､ ｢地 組 ｣ 引 き下 げ や･

生 産 投 資 の 肩 代 り に つ い て､ 富 裕 農 家 か ら誠 歩 を 引 き 出 す こ と に よ

っ て 可 舵 に な っ た の で あ る｡

も ち ろ ん､ B )項 で 検 討 し た よ う に､ 初 級 社 に 加 入 して もす べ て

の 良 家 が 費 困 状 態 か ら脱 出 で き る わ け で は な い｡ な ぜ な ら､ 社 員 と

な っ た 貧 幽 脱 豪 は､ "下 駄 を 煩 か さ れ た " が 故 に､ 実 際 に は 家 族 (

労 働 力 ) な ど の 内 実 を 伴 っ て い な い か ら､ 依 然 と して 山 役 労 働 報 酬

は 不 足 し､ 病 人 や 多 くの 扶 養 家 族 が 家 計 を 圧 迫 し続 け る こ と に 変 わ

りは な い か らで あ る｡

* * *
そ こ で FLi後 に､ 呼 蘭 県 双 井 区 水 師 村 の 五 二 五 初 級 社 の 事 例 杏

考 察 す る｡ こ の 事 例 は､ す で に 考 察 し た よ う に r貧 農 ｣､ 負 憤 農 家

が 多 く (蓑 11- 8参 照 )､ ま た 生 産 投 資 資 金 の 減 免 な どの ｢貧 腿 J

の 優 遇 措 把 も 採 られ な か っ た 組 織 で あ る (註 18)｡

水 師 付 で は､ ｢隣 村 で 合 作 礼 が 設 立 さ れ た の を は臼い て､ 党 日 学

福 生 と互 助 組 長 張 才 が 指 導 して 1955年 春 に 初 級 社 を 設 立 ｣ し た (

当 時､ 党 支 部 は 梨無か っ た )｡

しか し､ 春 季 捕 種 準 備 作 業 州 か ら様 々 な 生 産 上 の 問 題 が 発 生 し た｡

そ の 解 決 方 法 を 整 理 した の が 蓑 11- 1_1で あ る｡

捕 標 準 僻 作 業 と捕 維 作 業 の 時 期 に は､ 生 産 黄 金 の 不 足 が 発 生 し た｡

そ れ は､ 薪 奨 め の 副 業､ 各 農 家 の 持 ち 出 し､ お よ び 社 外 か らの 拐 肋

に よ っ て 解 決 さ れ た｡ 特 に､ 呼 ㈲ 県 の 監 獄 か ら排 他 貸 出 と交 換 に 侶

入 し た 馬 6頭 に つ い て は､ 馬 を 酷 使 しな い よ う に 気 を 付 け ｢トウ モ

栽 IL-11 初級社におけるはPl汽金不hiの脈状策

(呼胤脱 双井区 水仙村 五二ii初級社､ 1955咋 )

作業-JUj rH]ui山 解決方法

自力解決 社外抜助

捕種唯備州 厩肥搬入作業の馬具 薪災めを行い､版売代金で.L.馬具蛸人

合伸延設 薪販売代金で木材順入

農具不足 農具の部品を持ち寄 r)価格評価 した後に､ 大 仁に梨と禄組を修雌させた

描拙作巣)UJ 馬不足 岬跳鼎監獄が同

初級社は痩せ属目娘 村に伯地を安和

のみ しかない それと交換に燭6現を借 りた

小麦作付 け用 第 2初級社より

農兵不足 播種機借用

夏季作業JtlJ 馬乱川司料不足 El中の給餌は 1回に抑え日暮れ後に川辺に放牧○

点反米不足 也,Flriりの相互調整を行 う 不足分は政府から2.500kg給付

史料 :要 目-8に同 じ｡
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ロ コ シ 111laは 人 手 で 穴 帖 き を 行 い､ 大 豆 16llllは 大 和 2JLjで 捕付 し､

粟 ･コ ウ リャ ン は 標 経 で 作 付 け し た ｣C

夏 季 作 業 州 に は､ 端 境 糊 の 飯 米 お よ び 馬 飼 料 の 不 足 に 直 面 し た が､

放 牧 に よ る飼 料 の 節 約､ 飯 米 の 農 家 描j調 整､ 政 府 援 助 に よ っ て 解 決

した｡ こ の よ う に 困 難 を 解 決 しな が ら も､ ｢タ3女 労 働 力 す べ て が 中

排 ･除 草 に 参 加 し､ トウ モ ロ コ シ .大 豆 は小柳-除 辞 2回 つ つ､ 架

･コ ウ リ ャ ン は 3回 づ つ 行 っ た｡ 続 い て､ Jil.順 ワ ラ の 刈 り取 り を ｣

行 っ て 夏 季 農 繁 期 を 乗 り切 っ た｡

こ の 当Ⅰ例 で は､ 過 半 の 出 家 が ｢1今般 ｣ ｢下 層 中 腿 ｣ で あ り､ 役 畜

を 所 有 せ ず､ fl僻 を 負 っ て い た こ と か ら､ 生 産 汗 金､ 役 畜､ 飼 料 お

よ び 食 硯 の 不 足 を 肩 代 り して 負 担 で き る 戯 家 の 屑 が 苅 か っ た と思 わ

れ､ そ れ ゆ え に 飯 米､ 飼 料 と､ 本 来 な ら段 家 消 群 の 余 剰 部 分 (余 招

資 金 や 食 掘 ) よ り捕蛸 さ れ る 生 産 投 照 に 必 要 な 汽 金 の 少 な か らぬ 部

分 は､ 場 合 に よ っ て は 初 級 礼 の 外 部 に 依 存 す る こ とで 調 達 せ ね ば な

らな か っ た｡

言 い換 え れ ば､ 貧 困 戯 家 は 従 来 な らば 翌 年 の 収 機 ま で､ La低 限 の

生 産 手 段 や 飯 米､ 飼 料 を 備 え て 農 作 業 を 行 う よ う な 状 態 に 通 して い

な い の に､ 一 旦 初 級 社 の 中 に 置 か れ る と､ 生 酒 安 定 と資 金 若 柳 の 時

間 を 省 略 して 実 際 の 戯 作 業 を 進 め な が ら そ の よ う な 水 準 ま で 自 ら を

引 き 上 げ る こ と が 要 請 さ れ た の で あ る｡ た だ､ こ の 節 例 か らは こ の

様 な 努 力 の 成 果 は 不 明 で は あ っ た が｡

第 4節 本 章 並 び に本 絹 の ま と め

A) 本 章 の ま と め

本 章 で は､ 初 級 社 設 立 州 の 農 家 の 地 域 間 移 動 の 特 徴 と､ 初 級 社 の

設 立 と膜 村 (也 ) 内 の 勝 家 の 階 層 変 軌 に つ い て 考 察 して き た｡ こ れ

らの 全 休 を 総 糾 す る な らば､ 土 地 改 革 前 後 に 共 通 す る よ う な 地 域 制

の 移 動 や 農 家 の 階 層 変 軌 の 実 態 や そ の 傾 向 は､ こ の 時 州 に 置 い て も

基 本 的 に 同 様 に 存 続 して い た が､ 初 級 社 の 設 立 や 食 税 日 付 政 坪 な ど

の 展 開 に よ っ て 少 な か らぬ 影 響 を 受 け て い た｡

t･Lf/

1)臓 家 の 地 域 間 移 動 縫 指 の r移 民 ｣ 政 碑 に よ る修 正

ま ず､ 農 家 の 地 域 間 移 動 に つ い て は､ 関 内 か らの 流 入 人 口 を 含 め

て､ 段 村 か ら都 市 へ の ｢古 流 ｣ が 政 府 当 局 か ら危 機 感 を持 っ て 注 目

さ れ て い た｡ そ れ は､ 食 欄 口 付 政 顕 との 帆 迎 で､ 都 市 部 の 食 指 配 給

の 負 担 が 必 要 以 上 に 増 大 す る こ と に対 す る 危 機 感 で あ っ た｡

そ れ に 対 して､ フ ロ ン テ ィ ア で あ る 黒 海 江 省 特 有 の 対 熊 と して 都

市 部 に 滞 留 し た 不 安 定 就 業 者 を ｢移 民 ｣ と して椀 憶 的 に定 着 さ せ る

こ と が 推 進 さ れ た｡

こ れ は､ 土 地 改 革 前 の よ う に荒 れ 地 の 払 い 下 げ - 入 植 =開 拓 村 の

創 設 - E3業 労 働 力 の 雇 用 煎 巽 の 発 生 一 高 労 ffを 求 め て の ｢屈 戯 ｣ の

硫 軌 と い う 自然 発 生 的 な 人 口 移 軌 で は な く､ 都 市 部 へ の 人 口 抑 留 →

政 顕 的 な 頗 業 r娼聖 へ の 人 口 の 押 しLuL と い う 新 た な 流 れ で あ っ た｡

初 級 祉 設 立 州 に こ の r移 民 ｣ が どれ ほ どの 実 折 を持 っ て 展 開 した

の か は 不 明 で あ る が､ 農 村 部 の 農 家 の 階 層 変 動 を 規 定 す る 大 枠 の 変

化 と して は 無 視 で き な い｡

2)7:L.T裕 農 家 の 経 営 展 開 と初 細 社 の 対 抗

と こ ろ で､ こ の 時 糊 の 巌 村 に は､ す で に 10haを 超 え る屈 用 経 営 (

年 屈 経 営 も あ る ) が Lu規 す る よ う に な っ て き た が､ そ の 様 な 農 村 で

初 級 礼 が 設 立 さ れ る こ と に よ っ て､ これ らの 笛 裕 農 家 と初 級 社 との

初 級 祉 内 部 に お け る あ る い は 外 的 な 対 抗 が 現 象 し た｡

そ の 一 つ は､ 笛 袖 農 家 が 戯 村 で の 社 会 的 な 威 信 を 背 崇 に初 細 祉 あ

る い は 生 産 隊 の 迎 留 の 主 将 椎 を 振 っ た場 合 で あ り､ そ こで は 富 裕 農

家 は 労 働 力 の 組 織 の 面 で 個 別 巌 家 の 家 仕 串 や 概 存 の 屈 用 関 係 に沿 っ

て 臨 機 応 変 に社 員 の LLl役 を 配 置 す る手 腕 を飛 州 して い た し (克 山 県

言堕指 村 の gI例 )､ あ る い は 経 営 内 容 の 選 択 面 で は, 副 業､ 開 墾､

商 品 的 性 格 の 鈍 い作 物 の 選 択 な ど､ よ り所柑増 大 に結 び付 き易 い 経

営 展 開 を 主 導 的 に 図 っ て い っ た (仲 川 県 山 古 村 新 願 初 級 社 の gI

例 )｡
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こ れ に 対 して､ 初 級 礼 は 出 役 労 働 の 割 り当 て や､ 経 営 選 択 の 面 で

は 食 視 生 産 一一 通 則 作 業 の 保 証､ 多 収 血 作 物 の 選 択､ 増 産 技 術 の 採

用 に よ る 坤 収 向 上 一一 を 一 面 的 に 使 先 す る 傾 向 に あ り､ 労 働 力 利 川

の 面 で は 相 対 的 に硬 直 的 で､ 経 営 内 容 と して は 社 員 の (現 金 ) 所 柑

増 大 よ り も食 柑 買 付 政 坪 を使 先 して い た｡

無 論､ 富 裕 鹿 家 が 主 群 す る 初 級 礼 の 経 営 が 費 幽 戯 家 の 利 畜 を も 考

慮 して 行 わ れ た とか､ 初 級 礼 に増 して 着 実 に 所 得 Jt:一大 を実 現 して い

た わ け で も な い｡ つ ま り､ 副 業 生 産 で は 貧 困 出 家 を 阻 宙 して 行 わ れ

た り､ 開 墾 に 失 敗 して 結 局 は 初 級 社 の 指 串 を 放 棄 して 他 地 へ 転 .'1'.し

て し ま う こ と も あ っ た｡

他 方 で､ 初 級 社 が 設 立 さ れ る 中 で あ く ま で 家 族 経 営 を El指 す 筒 裕

巌 家 も あ っ た (粒 林 爪 計 家 相 の 耶 例 )｡ そ こで は､ 宙 裕 腿 家 は 燭

を､ 場 合 に よ っ て は 荷 IIiも所 有 し､ 食 描 生 産 +迎 輸 弟 -1 こ れ は 自

給 部 分 生 産 部 門 十硯 金 所 柑 部 門 と読 み 変 え られ る 一一 と い う経 営 内

容 で あ っ た｡ 言 い換 え れ ば､ 彼 らの 経 営 で 食 粗 生 産 は 生 酒 安 定 を 保

証 す る 部 門 で あ っ た が､ そ れ は r挿 鳩 ｣ な ど 他 の 馬 所 有 農 家 と の 作

業 共 同 を 必 要 と して い た｡ だ が､ 初 級 礼 の 設 立 は 家 族 経 営 を El指 す

農 家 の ｢姉は ｣ の パ ー トナ ー を 囲 い込 ん で しま い､ 富 裕戯 家 の 食 梯

生 産 環 鳩 を 狭 駈 化 して い た｡

3)貧 困 顔 家 の 経 済 水 準 と初 級 社 内 で の 貧 困 聯 留

｢底 辺 世 相 ｣ を 含 む 食 凶 戯 家 は､ 家 族 労 働 力 の 欠 乏､ 扶 養 家 族 の

多 さ､ そ して 病 人 に よ る 家 計 の 圧 迫 な ど､ 家 族 の ラ イ フ ･サ イ ク ル

に 関 わ る 安 国 が 基 底 とな っ て､ 家 計 の 困 難 =債 務 累 fn- 生 産 手 段 売

却 に よ る 生 計 維 持 - 貧 困 状 態 の 継 続 と 言 う悪 循 環 の 中 に あ っ た｡

初 級 社 が 設 立 さ れ た 農 村 で の 貧 困 農 家 の 状 況 は こ の こ と を 前 提 に

二 様 で あ っ た｡

一 つ は､ 初 級 社 か ら排 斥 さ れ る 傾 向 で あ る (勃 利 邦 吉 興 河 村 お

よ び 依 安 県 民 楽 村 の 新 例 )o そ の 理 由 は､ 初 級 礼 に 加 入 さ れ る 隙

に必 要 と され ま た 義 務 づ け られ る､ 役 畜 の Lti資 や 生 産 投 資 資 金 の 也
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資 分 担 を 分 国 JA家 は 負 担 で き な い か らで あ っ た｡

い ま 一 つ は､ 初 級 社 に 加 入 で き た と して も､ 家 族 偶 成 の 弱 点 と初

級 祉 か らの 出 役 労 働 紬 酬 に依 存 して 生 計 を建 て ね ば な らな い制 度 的

要 因 か ら､ 依 然 と して i‡凶 状 ,fLiか ら脱 LLlで き な い状 況 で あ っ た (納

河 県 新 民 初 級 社 の Igt例 )｡

前 者 の 点 に つ い て は､ 例 え ば､ 古 松 IL3家 の 不 満 を思 想 工 作 で 押 し

込 め つ つ 実 施 さ れ る､ 生 産 投 資 や 金 の 負 担 の 減 免 や 出 黄 期 限 の 延 州

あ る い は ｢地 組 ｣ 報 酬 の 引 き 下 げ に よ る 出 役 労 働 報 酬 部 分 の 拡 大 が

貧 困 段 家 へ の 救 済 柑 社 と して 採 用 さ れ た｡

こ の 様 な､ 貧 凶 R3家 の 優 遇 招 濃 の 本 筋 は､ 従 来 あ く ま で 可 能 仕 と

して 存 在 して い た､ 家 族 労 働 力 が Iaも 充 実 して い る時 州 を 描 か して､

｢屈 戯 ｣ と して 資 金 J若 槻 を 行 い､ 小 作 → 自作 - 屈 用 経 営 (自作 あ る

い は 自 小 作 ) へ 成 り上 が る 時 間 を､ 7,1首相戯 家 の 負 担 に よ っ て 省 略 し

て 貧 困 勝 家 を 役 畜､ 飯 米､ 資 金 と も に 十 全 な 腿 家 と同 様 の 水 準 に 引

き上 げ る こ と に あ っ た｡

こ の 点 は､ 初 級 社 が 家 族 労 働 力 や 生 産 手 段 所 有 の 面 で 劣 っ た 貧 困

農 家 を 救 済 す る 側 面 を 持 っ て い た こ と を 集 中 的 に表 規 して い た｡

しか し､ こ の よ う な 優 遇 政 帝 に よ っ て 初 槻 社 か ら排 斥 さ れ る 状 況

を 脱 した と して も､ 家 族 労 働 力 の 弱 点 は 補 完 で き な い わ け で あ る か

ら祭 困 状 1鰻か らの 脱 却 は 依 然 と して 困 難 で あ る こ と に な る｡

* * *

土 地 改 革 後 の 良 家 の 階 屑 移 軌 は､ 節 1絹 第 2帝 範 6節 で ま と

め た よ う に宵 招 農 家 の 戯 菜 的 ･非 IEt業 的 な 上 向 発 展 と､ 貴 歯 農 家 の

｢貧 困 仲 郷 ｣､ 地 域 間 流 動､ そ して そ れ に対 して ｢生 産 小 組 ｣ (=

互 助 組 ) の 組 織 化 に よ る､ 上 向 発 展 の 政 治 的 牽 制 と貧 困 農 家 の 農 業

的 定 着 の 促 進 が 硝 緒 的 に 見 られ た.

そ れ は､ 初 級 社 設 立 州 に な る と､ 農 家 の 地 域 間 移 軌 が 都 市 か ら農

村 へ､ ま た は 既 聖 地 か ら兼 聖 地 開 拓 へ 向 か う ｢移 民 ｣ 政 席 に よ っ て

具 体 的 施 熊 を も っ て 制 限 さ れ た｡ ま た､ 戯 村 内 部 に お いて は初 級 社

と家 族 経 営 と の 対 抗 が も た ら され た. つ ま り･ 宙 裕 戯 家 に つ い て は･
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一 方 で 初 級 社 の 設 立 に よ り家 族 経 営 の 存 立 去⊆出 が 狭 め られ､ 他 方 で

は 初 級 社 の 中 に 浸 通 して 欝 硲 農 家 が 生 き 貼 り を 図 る と い う､ こ れ ま

た 歪 め られ た 展 開 を 余 儀 な く さ れ た の で あ る｡ 貧 困 E3家 に つ い て は､

以 前 に も 増 し て 村 外 へ の ま た 郡 市 へ の 移 Llは 難 し くな り､ 家 族 経 営

の 下 で の 貧 困 か ら初 級 社 の 中 で の 貧 凶 へ と身 の 置 き切 を 変 え る こ と

を 余 儀 な く さ れ た の で あ る｡

総 じて 人 口 移 動 の 制 限 と合 作 化 に よ っ て､ 一 旦 は 復 活 しか け た 屈

用 経 営 も 含 め た 全 階 層 の 農 家 が 独 自 に 上 昇 の 機 会 を 伺 う迫 は よ り厳

し く制 限 さ れ る こ と に な っ た の で あ る｡

以 上 が､ 初 級 祉 設 立 期 の 膜 家 の 階 層 変 軌 の 特 徴 で あ る が､ こ の こ

と は 初 級 祉 自 体 の 考 察 の 繋 理 に 立 ち 戻 っ て､ 統 合 さ れ ね ば な らな い.

B ) 本 絹 の ま とめ

本 編 の 弟 8帝 か ら節 10章 ま で は 初 級 礼 の 生 産 組 織 と経 営 問 題 を 考

察 して き た｡

ま す 初 級 社 の 試 行 定 款､ 模 範 事 例 お よ び 食 税 増 産 技 術 の 普 及 政 帝

を 考 察 して､ そ の 具 体 的 論 点 を 析 出 す る こ と か ら始 め､ 続 い て 農 業

生 産 過 程 の 考 察 と して 初 級 社 に お け る 労 働 組 織 と生 産 手 段 の 利 用 状

況 を 考 察 し､ さ ら に､ 初 級 社 の 収 益 分 配 を 分 析 し た｡ そ して､ 最 後

に食 樋増産 と農 家 (社 員 ) の Wr得 増 大 と の 関 迎 を 考 察 した｡

1)初 級 社 の 経 営 と家 族 経 営 の 対 抗

第 9章 で は す で に 同 車 の 末 尾 で ま と め た よ う に 次 の 事 が 明 らか に

さ れ た｡

初 級 社 で は 家 族 経 営 内 部 の 多 様 な 労 働 力 と戯 家 毎 に 分 散 所 有 さ れ

て い る 生 産 手 段 を､ 社 員 と い う メ ン バ ー シ ッ プ で 統 一 的 に組 織 し た

た め､ 一 方 で は 農 作 業 が 技 術 的 に 要 謂 す る労 働 力 との ギ ャ ップ が 発

生 して 出 役 労 働 の 評 価 問 題 が 発 生 して い た｡ 他 方 で は､ 収 益 分 配 を

巡 る 階 層 間 の 利 省 対 立 が 発 生 して い た｡

しか し､ 初 級 礼 に お け る食 粗 相 産 と社 員 の 所 得 増 塵 の 閲 係 は､ 収
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益 分 配 に お い て 翌 年 以 降 の 生 産 の た め の r公 捕 金 ｣ な どの 蓄 梢 の 制

度 的 要 諦 と､ 国 家 か らの 会 規 買 付 任 務 達 成 の 空詞 に よ っ て 大 枠 で 規

定 さ れ て い た｡ 従 っ て､ 良 家 間 の 階 層 差 に起 因 す る利 雷 調 整 問 題 も､ I

あ く ま で も こ の 大 枠 の 中 で 発 生 し た 負 担 の 分 担 fH]腿 に過 ぎ な い と い

う構 図 が 明 確 に され た｡

2)社 員 の 所 得 増 大 の 限 界 -一 食 欄増 産 とtil家 f7付 け 一一

初 級 社 に生 じ た rRJ越 は 単 に組 織 の 問 雌 に留 ま らず､ 国 家 の 食 耀 増

産､ 買 付 政 顕 の 下 に 組 み 込 ま れ た こ と と深 くI姐わ っ て い た｡

食 欄 増 産 に 関 す る gI例 考 察 に よ る と､ 多 収 rn作 的 (トウ モ ロ コ シ)

の 作 付 強 制 は､ 副 菜､ 野 菜 作､ 小 麦 ･大 豆 な ど現 金 収 入 に結 び 付 く

経 営 部 門､ 作 物 を 取 り込 ん だ 複 合 経 営 を 選 好 す る 当 時 の 家 族 経 営 と

ギ ャ ッ プ を 持 っ て お り､ そ れ ば か りか 技 術 あ る い は 労 働 力 の 利 用 に

お い て 労 働 多 投 的 な 多 収 且 作 物 = 中 耕 作 物 の 作 付 け と増 産 摺 社 の 採

用 が 限 界 付 け られ､ こ の 二 つ が 合 わ さ っ て 食 欄 増 産 を 通 じた所 得 増

大 が 抑 え られ て い る こ と が 明 らか に な っ た｡

ま た､ 食 槻 買 付 け は､ 農 家 が 消 か す る飯 米､ 飼 料､ 種 子 以 上 の ｢

余 剰 食 掘 J を 収 横 直 後 に 全 屋 国 家 が 吸 収 し､ ま た 買 付 任 務 の 完 成 級

に農 家 間 の 過 不 足 調 整 の た め に､ 再 度 ｢余 剰 食 耀 ｣が 徴 発 さ れ る も

の で あ っ た｡ こ の "二 重 の 買 付 け " の た め､ 農 家 及 び 農 村 の 生 酒 や

所 得 増 大 の 必 要 に応 じた 食 税 の 適 用 の 余 地 は 奪 わ れ､ 同 時 に季 節 的

に も 多 様 な 自 由 版 売､ 貸 付 を 通 じ た富 裕 彪家 か ら貧 困 農 家 へ の 食 規

融 通 の ル ー トも な くな る と い う 農 家 の 生 活 の 不 安 定 要 因 を増 大 さ せ

る も の で あ っ た｡

* * *
総 じて､ 食 規 増 産 ･口 付 政 熊 の 展 開 の 下 で 初 は 社 は､ 土 地 改 革 後

の 家 族 経 営 と技 術 的 に も 経 営 内 容 に お い て も こ う した ギ ャ ップ を 背

恩 と して､ 家 族 経 営 を 国 家 (郡 市 部 門 ) が 必 要 とす る食 規 を供 給 す

る組 織 に 軌 貝 す る機 偶 と して 機 能 して い た の で あ る｡

さ ら に､ 初 細 祉 石貨立 州 の 腿 家 の 階 屑 移 動 は､ まず 従 来 の 地 域 閲 移
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軌が 郡 市 か ら農 村 へ の r移 民 ｣ 政 蹄 に よ っ て 税 制 さ れ､ ま た 瓜 村 内

部 に お い て は 富 裕 農 家 の 経 営 展 開 (校 合 経 営 に よ る 所 得 増 大 と El業

雇 用 を特 徴 とす る ) と焚 凶 腿 家 の 地 域 聞 流 軌 を伴 っ た 生 計 の 維 持 と

上 昇 機 会 の 待 機 と い う再 生 産 メ カ ニ ズ ム が､ 初 級 祉 内 部 の 食 7lL!傾 斜

生 産 に 向 け て 押 し込 ま れ つ つ あ っ た の で あ る｡

本 絹 で 仮 説 も 含 め て 言 え る の は 以 上 で あ り､ そ れ は 土 地 改 革 後 の

家 族 経 営 の 展 開 に 対 して 初 級 社 が 如 何 な る再 生 産 メ カ ニ ズ ム で 別 制

を 強 い よ う と して い た の か､ と い う fH】腿 へ の 解 答 で あ っ た｡

し か し､ 初 級 祉 段 階 の 食 槻 増 産 技 術 の 普 及 と経 営 と の 閲 迎 が 十 分

に分 析 す る こ と が で き な か っ た の で､ よ り本 質 的 な fRJ腿 -1 合 作 化

と家 族 経 営 の 対 抗 の 基 底 に あ る農 業 生 産 力 の 間 脳 -- は 次 編 に 謂 ら

ざ る を 得 な い｡

箱 11費 引 用 言j:

註 1: 以 下 は､ ｢短 評 一 必 須 糾 正 殿 民 盲 目涜 入 城 市 現 象 ｣, 黒

竜 江 日 報 1954年 4月 2EL お よ び r認 泉 質 徹 政 府 関 於 『勧 止 農 民 盲

目涜 入 城 市 』 指 示 ｣, 同 4月 2日･ に よ る｡

註 2: 以 下 は､ r組 織 城 鎮 無 職 業 居 民 参 加 農 業 生 産 ｣, 黒 滝 江

日 報 1955年 6月 18臥 に よ る｡

註 3: r動 員 城 市 剰 余 労 働 力 参 加 農 業 生 産 ｣, 崇 屯 江 日報 1955

年 8月 31日. に よ る｡

註 4: ｢為 移 民 完 成 十 万 伯 関 荒 任 務 而 奮 闘 ｣, 無 稽 江 El報 1955

年 9月 3日. に よ る｡

註 5: ｢中 共 赦 江 県 委 員 会 赦 江 県 ･B 棟 進 行 関 荒 移 民 工 作 的 ｣,

黒 滝 江 日報 1955年 9月 2日. に よ る｡

註 6: 資 料 は 註 4に 同 じ｡

註 7: 以 下 は､ r記 者 這 種 教 訓 - 『〇 八 』 農 業 生 産 合 作 祉 為 何

被 新 富 膜 掌 握 7 綿 専 権? ｣, 黒 滝 江 日 報 1955年 2月 25E]･ に よ る｡

註 8: 以 下 は､ ｢宮 殿 買 玉 破 壊 『前 進 』 社 的 教 訓 ｣, 黒 竜 江 El

報 1955年 12月 3日. に よ る｡

占m
註 9: 以 下 は､ ｢一個 社 印 雌 7 的 教 訓 ｣, 熊 屯汀 日報 1955年 3月

8日. に よ る｡

註 10: 以 下 は､ r計 家 村 豪 家 戸 戸 称 調 入 社 好 ｣, 1955年 11月 IEl.

お よ び ｢粥瑞沼 的 柑 柏 ｣, 同 11月 4日. に よ る｡

証 11: 以 下 は､ ｢吉 gtL河 村 妥 酋 安 毘 老 弱 桃 疾 戸 生 産 ｣, 取 屯 江

日報 1955年 3月 17日. に よ る｡

証 12: 以 下 は､ ｢椛 横 安 定 社 外 老 弱 残 疾 腿 民 生 産 ｣, 黒 滝 江 El

報 1955年 3月 31日. に よ る｡

註 13: 以 下 は､ ｢一 個 由 貴 殿 利 下 rIl戊卵 好 的 合 作 祉 ｣, 黒 噌 江

日 報 1955年 11月 16日. に よ る｡

詣 14: 以 下 は､ ｢一 個 認 共 LLHT政柄 級 政 雄 的 合 作 祉 ｣, 黒 滝 江 日

報 1955年 3月 =)日. に よ る｡

註 15: 以 下 の 煎 料 は､ 註 11に F司 じ｡

註 16: 資 料 は 証 12に 同 じ｡

証 17: 以 下 の 汽 料 は､ 註 14に 同 じ｡

註 18: 以 下 の 貿 料 は､.証 11に 同 じ｡
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節 5締 高 組 成 菜 生 産 合 作 社 と社 員 世 叩

は じめ に

1955年 の r全 面 的 合 作 化 ｣ に続 い て､ 1956年 上 半 期 に は 高 級 社 が .I I.

省 内 ほ ぼ 全 域 で 設 立 さ れ た｡ そ して､ 互 助 組 か ら始 ま る一 連 の 合 作

化 は 高 級 社 の 設 立 の 完 7 を も っ て 一 応 の 焔 苛 点 に 到 達 した の で あ る｡

高 級 社 は こ の 様 に 流 動 的 な プ ロ セ ス を 通 じて､ 初 級 社､ 互 助 組 あ

る い は 兼 組 拭彪 家 を 統 合 して 設 立 され た た め､ 初 級 礼 の 考 察 で 確 認

さ れ た よ う な 機 々 の 閲 腿 点 は､ 一 面 で は そ の ま ま 高 級 祉 内 部 の 問 REi

に凝 純 さ れ て ゆ く こ と に な る｡

ま た 高 級 礼 は そ れ が 行 政 村 を単 位 と して 設 立 さ れ､ 自然 村 (吃 )

あ る い は 従 来 の 初 紋 礼 が 生 産 l塚 と言 う作 文､ 経 営 管 BJ!を 高 級 祉 管 理

委 員 会 か ら託 け flう Lbの と して そ こ に 組 み 込 ま れ る こ と､ ま た 耕 地

を は じめ とす る す べ て の 生 産 手 段 が 共 有 化 さ れ る こ と を特 徴 と して

お り､段菜 摘 造 全 体 に質 的 な 転 換 を も た ら した こ と も ま た 耶 尖 で あ

っ た｡

加 え て､ 高 槻 社 を 取 り巻 く政 鐸 現 場 も 以 前 に も増 して 食 鳩 増 産､

買 付 政 韓 の 一 層 の 休 系 化 と強 化 と して 変 化 して き て い る｡

こ う し た 発 生 経 緯 お よ び 組 織 的 特 質 か ら､ 実 際 に高 級 社 で 発 生 す

る 諸 問 題 は 紹 体 と して 大 変 な 社 会 的 混 乱 を 構 成 して い た｡

本 編 で は 特 に 生 産 手 段 の 私 的 所 有 を 廃 絶 し た点 に注 目 して､ 社 員

世 帯 と捉 え られ る よ う に な っ た従 来 の 家 族 経 営 の 再 生 産 メ カ ニ ズ ム

が 高 級 社 の 中 に どの 様 に 内 包 され て い̀ た の か を 考 察 す る｡ そ して､

黒 竜 江 省 の 段 菜 摘 道 と関 迎 付 け て 高 紋 社 の 経 済 的 再 生 産 メ カ ニ ズ ム

の 根 本 問 題 を 解 明 す る こ とが 課 題 とな る｡

た だ､ 資 料 と して は 水 雷 の 発 生 した 1956年 の 資 料 を 中 心 に攻 わ ね

ば な らな い こ と か ら､ 高 級 社 自体 が 社 員 の 所 得 増 大 に どの 様 な 影 響

を 与 え た の か を 血 的 にLrr出 す る こ とが 困 責任で あ り､ む しろ 高 級 社 と

い う シ ス テ ム が 社 員 世 相 の 所 得 増 大 に どの 様 な 彩 管 を 与 え る性 質 の

も の で あ っ た か を州 さ え る こ と に と どめ ね ば な らな い｡

本 編 の 分 析 の 主 賓 な 論 点 は 以 下 の 5点 に強 健 で き る｡

I

I

I
I
I
I
I
･l

I

Jl

･
I
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第 1に 高 級 社 の 生 産､ 経 営 管 理 に つ い て｡ そ の ポ イ ン トは 商 細 礼

が 行 政 村 単 位 で 設 立 さ れ た こ と に よ り､ 各 雌 生 産 ノル マ と統 一 の 労

働 評 価 基 準 を､ 生 産 条 件 の 面 で 地 域 間 格 差 を 持 つ 複 数 の 生 産 隊 に 如

何 に 適 用 して い くか､ ま た 旧 初 級 祉 あ る い は 自然 村 規 模 の 生 産 緒 で

大 規 模 に 利 用 さ れ る 排 他 や 役 畜 を どの 様 に管 理 す る か な と の 問 題 が

扱 わ れ る｡

第 2は 食掘増 産 政 蹄 の 実 現 の た め に は じめ て 体 系 化 さ れ た 改 良 技

術 の 普 及 に つ い て で あ る｡ こ こ で の ポ イ ン トは 黒 屯 江 省 の 厳 し い 自

然 条 件 に よ る 作 業 適 州 の 制 約 の 下 で 手 作 業 や 生 物 glJJ力 に依 存 す る 作

業 強 化 を 通 じて 如 何 に して 集 約 化 と食 耀 増 産 を 図 る か が 問 題 に な る｡

第 3は 手 作 業､ 高 柳 の 技 術 段 階 を 前 提 に高 級 礼 の 収 益 分 配 の 隙 に

現 れ る 生 産粒用 の 外 部 化､ 利 潤 苛 税 の 使 先 と社 員 の U.I,役 報 酬 の 分 配

の 対 抗 を ど の 様 に調 光 す る か が IHl題 と な る.

第 4は 国 家 に よ る 金 槌 の 買 付 単 位 が 各 JEi家 か ら尚 級 祉 単 位 に な っ

た こ とで､ 高 槻 祉 内 部 に どの 様 な 現 物 分 配 の メ カ ニ ズ ム が 現 れ､ そ

れ が 買 付 工 作 に どの 様 な 影 響 を 与 え て い た か が TujREiと な る｡

最 後 に 高 級 社 に組 織 さ れ た 家 族 経 営 が 生 計 単 位 と して の 社 員 世 相

に 変 質 す る こ と で､ 彼 らの 就 業 形 態､ 所 得 構 造 が 家 族 経 営 段 階 と如

何 な る共 通 点 と相 迎 点 を 持 ち､ ま た 彼 らの 経 済 状 況 を 規 定 す る 要 因

が ど の 様 に 変 化 した の か が 扱 わ れ る｡

発 12費 高 細 社 の 基 本 的 制 度 と全 面 的 な 高 級 合 作 化

本 章 で は､ 高 級 社 の 設 立 過 程 と高 級 社 の 基 本 的 制 度 及 び 方 針 を 省

全 体 の 状 況 か ら考 察 す る｡

こ こ で 示 さ れ る こ と は 極 め て 多 方 面 に 渡 る が､ 主 要 な 論 点 は 状 の

二 つ で あ る｡ 第 1は､ 高 級 杜 の 設 立 過 程 は､ 初 級 祉 同 様､ 極 め て 政

治 的Jbゝ つ 短 期 で 完 成 した が､ そ の た め 幹 部 の 教 乱 軌 即 日｣題 が 解 決
(-_

さ れ な か っ た こ と､ 第 2 に 高 級 社 の 設 立 は 生 産 手 段 の 共 有 化 を 前 提

と し た が､ 役 畜 の 有 旧 共 有 化 は 買 収 資 金 の 分 担 を 巡 る 社 員 間 の 利 害

調 立 間 腿 を 派 生 した こ と で あ る｡

D/jLL)

第 1節 前 級 社 の 設 立 と組 織 の 制 度 的 概 安

初 級 祉 設 立 州 の 瓜 後 の 段 階 で あ る 1955年 下 平州 に ｢全 面 的 合 作 化｣

の 時 期 に 突 入 して 以 降･ 同 年 末 に な る と初 級 社 の 次 の 段 階 で あ る 高

級 社 の 設 立 が 日 程 に 上 っ て き た｡ 中 共 黒 滝 江 省 委 員 会 は 55年 末 に ｢

高 級 農 業 生 産 合 作 社 の 実 験 に 閲 す る初 歩 的 総 指 ｣ と言 う文 章 を 魚 屯

江 日 報 に 公 表 し､ 翌 1956年 2月 束 に は ｢高 細 祉 設 立 過 程 に お け る 経

済 問 題 の 処 理 ｣ を 3EHZilに被 っ て 同 紙 に 発 表 した (*)｡

*: 同 年 1 月 に は ｢黒 滝 江 省 高 級 Jil業 生 産 合 作 祉 模 範 定 款 革 桁

(初 稲 ) ｣ が 制 定 さ れ た と い う が､ 原 文 が 人 手 不 可 能 な の で こ こ

で は 上 記 二 つ の 文 献 を 資 料 に検 討 を 進 め る こ と とす る (『黒 屯 江

良 薬 合 作 史 』, p250.参 照 )｡

こ の 二 つ の 文 献 は､ 1955年 12月 に振 起 さ れ た 初 級 社 の ｢全 面 企 画｣

の 見 直 し と そ の "出 直 し" が､ 同 月 の う ち に 細 さ れ 高 級 社 の 設 立 が

提 起 さ れ る と い う 急 激 な 方 針 転 換 が あ っ た こ と を 示 して い る｡

だ が､ 本 節 で 扱 う この 二 つ の 政 策 文 献 の 内 容 は 高 級 社 の 基 本 的 制

度 を 示 した も の で あ っ た が､ 後 に 共 産 党 中 央 の 新 た な 指 示 に よ っ て

若 干 の 修 正 を 余 儀 な くさ れ た｡ こ こ か ら も､ 高 級 社 の 急 速 な組 織 化

に伴 う政 餌 当 局 の 混 乱 を か い ま 見 る の で あ る｡

^ ) 中 共 熊 屯 江 省 委 員 会 に よ る 高 級 祉 実 験 の 総 括

こ の 時 点 で 提 起 さ れ た 高 紬 社 の 制 度 の 内 容 は､ そ れ ま で の 高 抜 社

の 設 立､ 迎 首 に 関 す る 実 願 の 総 括 を基 礎 と して い る｡ そ こ で､ 本 項

で は 実 験 の 結 果 が ど の 様 に総 括 さ れ､ 1956年 の 高 奴 礼 の 設 立 と運 営

に つ い て どの 様 な 方 法 が 考 慮 され て い た の か を考 察 す る｡

ま ず､ 表 12- 1に 見 る よ う に､ 高 級 社 は 1951年 に は じめ て 設 立 さ

れ 1955年 に は 29社 に 増 加 して い た｡ だ が､ そ れ らは い づ れ も省 や 県

の 直 ほ の 指 導 下 で 実 験 的 に設 立 さ れ た も の で あ っ た｡ ま た､ 当初 は `

_
∃

1

-
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衣12-1 鳥相 江省 における高級社の実験状況 (195L-5岬 )

年次 高級社数 内訳 備考

1951年 1祉 梓川将星火染団農荘 国営農場の災団耕作組が分離ー独立 して､ 設立 され た○

1952年 4社 新設の 3社 は省 .県の指導下で､互助組を益暖に組織 された｡

1953年 5祉

1954年 13祉

1955年 29祉 水m経常 lO社 I)省内18県及びハルビン丁目'に分村

資料 : ｢中共舶屯江省委員会 関於試封指 紋農業生産合作社的初歩総結 ｣, 那 遠

江日報1955年 12月29日･

占i-i

高 級 社､ 国 営出場 の 作 業 粗 描 や 互 助 組 を 基 礎 に組 織 さ れ た が､ 1955

年 に は 15祉 す べ て が 設 立 後 2- 3年 縫 過 した 初 級 社 を 基 礎 に 設 立 さ

れ た (註 1)｡

同 資 料 で は･ こ の 初 級 社 を 基 礎 と し た 高 級 社 の 設 立 過 程 が 総 括 さ

れ て い る｡

1954年 と55年 に 設 立 さ れ た 24社 は､ 初 級 社 の 段 階 で す で に新 式 商

力 農 具 25セ ッ トを 備 え､ ま た 役 畜 を 123頭 追 juL)牌 大 して お り､ ま た 4

30haを r梢空 し､ 単 収 を 平 均 30% 引 き 上 げ て い た｡

そ の こ と か ら､ 第 1 に､ 生 産 手 段 の 私 43-制 に よ る不 便 の 増 大 し た

こ と が 指 摘 さ れ て い る｡ ま ず､ 耕 地 の 私 有 制 に つ い て は､ 水 苔 防 止

の た め の 排 水 路 工 邪､ 防 砂 ･防 風 林 の 植 樹 が､ 耕 地 が 私 有 で る た め

に 思 う よ う に 出 来 ず､ ま た 大 型 の 新 式 Jil只 に よ る 耕 作 が 不 便 に な っ

た こ と が 指 摘 さ れ て い る｡ 役 畜 の 私 有 制 に つ い て は､ 新 式 高 力 戯 具

の 利 用 や 大 面 WZの l硝 聖 の た め の 役 畜 統 一 利 FHに不 便 で､ 母 馬 に つ い

て も ｢私 有 ･公 用 で は､ 社 員 は 繁 殖 に rAJ心 を 払 う こ と が な い ｣ 点 が

指 摘 さ れ た｡

第 2に､ 祉 Eiの 高 級 社 へ の 移 行 の 気 運 が ｢生 産 の 発 展 に 伴 う 社 員

の 増 収 に よ り ｣ 高 ま っ た こ と が 指 摘 さ れ て い る｡

第 3に､ ｢初 級 礼 の 共 有 財 産 の 増 大 に よ っ て､ 個 人 所 有 の 生 産 手

段 の 比 虫 が 減 少 して き た ｣ こ と､ ま た ｢個 人 所 得 が 増 大 す る 中 で､

所 得 中 の 生 産 手 段 報 酬 の 比 率 が 減 少 した た め､ 排 他 ･役 畜 へ の 所 有

観 念 が 希 薄 化 し て き た ｣ こ と が 指 摘 さ れ て い る.

こ の よ う に､ 初 級 社 に お け る 技 術 改 良 と増 産､ 社 員tの 所 得 増 大 な

ど の 成 功 が 生 産 手 段 の 私 有 制 と衝 突 し､ あ る い は 所 有 者 に と っ て は

経 済 的 意 味 を 持 た な くな っ て き た こ と が､ 生 産 手 段 の 共 有 化､ つ ま

り高 級 礼 に移 行 す る 前 提 に な っ て い た と 言 う の で あ る｡ 細 っ て､ 高

級 社 の 設 立 は 初 級 礼 を 基 礎 と して 設 立 す る こ とが､ 基 本 的 だ 箱 と し

て 提 起 さ れ る の で あ る｡

こ の 論 理 に は､ 小 論 の こ れ ま で の 考 察 か ら に わ か に は 承 伏 し難 い

箇 所 が 多 々 存 在 す る｡ 例 え ば､ 役 畜 の 利 用 や 繁 殖 を 共 同 で 行 う こ と
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什3

に よ っ て､ 所 有 者 (-Ei裕 腿 家 ) が rAJ心 を 払 わ な くな っ た の は､ 所 前

者 の 所 有 権 が 犯 さ れ た か らで あ り､ JTr店 番 が 個 人 で 役 畜 を 利 川 す る

よ り不 利 に な る か らで あ り､ そ の た め に 役 畜 の 売 却 現 象 が 続 LL'.した

の で あ る｡ こ れ は､ 兆 有 化 に よ っ て 解 決 さ れ る よ う な fHJ腿 で は な か

っ た (第 4編 第 9弟 節 4WJ参 照 )｡ ま た､ 生 産 手 段 の 山 行 に 対

す る 報 酬 分 配 の 比 率 が 減 少 す る こ と､ つ ま り ｢地 租 ｣ ｢馬 組 ｣ が 相

対 的 に 少 な く な る こ と も､ そ れ は ｢所 有 観 念 の 希 蒋 化 ｣ を も た らす

とは 考 え 難 い の で あ る｡

しか し､ 高 級 社 の 実 験 例 か らは 生 産 手 段 の 共 有 化 に よ り次 の よ う

な メ リ ッ トが 生 じた と説 明 さ れ て い る｡

第 1に 指 摘 さ れ た の は､ 生 産 手 段 の 利 用 が 合 理 化 さ れ た 点 で あ る｡

例 え ば､ ｢耕 地 利 用 と基 本 建 設 (前 山 の 水 指 建 設 や 植 樹 な ど 一菅 沼 )

が 順 調 に 進 行 す る J､ ま た r畦 畔 が 撤 去 さ れ 桝 地 面 仇 が 増 加 す る ｣

と い う耕 地 利 用 上 の メ リ ッ トで あ り､ さ ら に ｢役 高 利 用 も 適 切 に 調

整 で き る よ う に な り､ 繁 殖 や 飼 育 管 理 も 全 員 が 関 心 を 持 つ よ う に な

っ た ｣ と い う 役 畜 利 用 面 で の メ リ ､ソ トで あ る｡

第 2 に､ 高 級 社 で は ｢経 営 規 模 の 拡 大 と､ 生 産 手 段 の 共 有 化 に よ

り､ 耕 地､ 役 畜 お よ び 労 働 力 が 集 中 的 に 利 用 で き､ 段 業 生 産 の 発 展

や 経 営 部 門 の 多 角 化 に有 利 に な っ た ｣ こ と も 指 摘 さ れ て い る｡

第 3に､ ｢貧 困 が な くな り､ 社 員 所 得 も平 均 で 30% 増 大 した ｣ こ

と､ 第 4 に ｢高 級 礼 は 国 家 生 産 計 画 を よ り よ く実 践 で き ｣､ ｢食 粗

の 版 元 率 は 平 均 70% で､ 当地 の 初 紋 礼 が 50% で あ っ た か ら､ そ れ よ

り20% 高 くな っ た J な ど､ 社 員 の 所 得 増 加 と､ 国 家 の 食 柁 増 産､ 質

付 政 蹄 の 実 践 面 で の 頁 献 度 の 高 さ が 強 調 さ れ て い る｡

* * *
こ の よ う な､ 共 有 化 の 必 要 性､ 可 舵 性 の 指 摘 と共 有 化 の メ リ ッ ト

の 強 調 と を 前 提 に､ 生 産 手 段 の 共 有 化 の 方 法 に つ い て 検 討 さ れ て い

る｡ そ れ は､ 実 験 の 総 括 を踏 ま え て ど の 生 産 手 段 か ら共 有 化 す る か?

と い う共 有 化 の 順 序 と､ 耕 地､ 役 畜 そ れ ぞ れ の 共 有 化 の 方 法 の 二 つ

に分 け て 論 じ られ て い る｡

6丹
/.

ま ず､ 共 有 化 の 肺 序 で あ る が､ そ れ に つ い て は ･.I

互 助 組 を 基 礎 と して 設 立 した 同 級 社 で は､ 1)F地､ 授 乳 JA只 の

共 布 化 を 一 挙 に行 う｡

初 級 礼 を 基 礎 と した と こ ろ で は､ 耕 地 は 地 組 を 下 げ な が ら小 Ji3

具 か ら大 殿 具 へ､ 母 馬 .仔 馬 か ら成 馬 へ と共 有 化 を 進 め る.

と さ れ､ 初 級 社 に つ い て は さ ら に

排 地 面 相 の 狭 い 初 級 礼 は､ 役 畜､ 脱 臭 の 共 布 化 を 先 に行 う｡

排 他 面 相 の 広 い 初 級 社 は､ 耕地､ Ji2具 を 先 に 共 有 化 す るO

と さ れ た｡

こ こ で､ 注 目 さ れ る の は､ さ き に ｢lTr有 観 念 の 希 神 化 ｣ を荊 雌 に

高 級 社 の 設 立 が 唱 わ れ て い た の と は 逆 に､ r所 有 観 念 ｣が 強 い と思

わ れ る互 肋 組 で は 一 挙 に 共 有 化 して しま い､ 初 級 社 に つ い て は 生 産

手 段 の 希 少 性 の 地 域 差 を 考 慮 しな が ら漸 進 的 に共 有 化 を進 め る こ と

が 推 奨 さ れ て い る 点 で あ る｡

しか し､ 個 別 に共 有 化 の 方 法 が 論 じ られ て い る 箇 所 で は ま た迎 っ

た こ とが 推 奨 さ れ て い る｡ ま ず､ 耕 地 の 共 有 化 に つ い て は 無 lf(共 有

化 と有 LH共 有 化 の 二 つ の 例 が あ る が､ ｢現 在 で は 有 Lff共 有 化 は 貴 腐

に不 利 な の で 瓜 初 の 卵lHlT共 有 化 を 採 用 す るべ き ｣ だ と結 論 され て い

る｡ l

そ の 理 由 は､ 実 験 例 の 次 の よ う な 実 態 に起 源 が あ る と され た｡

双 城 県 の 幸 福 初 級 社 で は 高 紋 社 に移 行 す る 隙 に､ 当初 は 耕 地 を 当

時 の 売 買 価 格 (1ha当 り平 均 60元 )で 有 IE共 有 化 す る こ と と した｡

しか し､ 全 社 500haの 耕 地 を 買 収 す る に は30,000元 が 必 要 で あ り､ こ

れ を 設 立 後 の 高 級 社 の ｢公 欄 金 ｣ で 返 済 す る とな る と､ 以 降 3年 間

生 産 投 資 が 不 可 能 に な る｡ ま た､ 社 員 に均 等 割 りす る と121戸 中 の 耕

地 の 少 な い貴 殿 32戸 に100元 以 上 の 負 例 が 発 生 しす る こ と に な り､ 今



肝

度 は ｢焚戊 ｣ が 3- 4年 Tujは 侶 金 に苦 しむ こ と に な る と い うIH]腿 が

存 在 して い た｡ そ こ で､ 土 地 評 価 額 を 1ha18元 に 引 き 下 げ た ら､ 令

度 は ｢中 戯 ｣ か ら不 満 が 続 出 し､ よ っ て r思 想 教 育 J を 通 じて 乗焦lff

共 有 化 す る こ と に 決 定 し､ 共 有 化 の 問 題 が "解 決 " で き た と言 う (

*)｡

*: iJl地 の 有 Lf(共 有 化 の た め に､ 買 収 筋 金 を 戸 別 に均 等 割 り

す る場 合 に は､ 各 社 員 の 負 担 額 と糾 地 の 売 り波 し評 価 額 の 差 称 を

現 金 で 支 払 う こ と に な る｡ 従 っ て､ 所 有 桝 地 面 fllの 広 い 社 員 (例

え ば ｢LLl腿 ｣ ) は､ 売 り波 し栃 が 負 担 新 よ り多 くな る%L合 が あ り､

そ の 差 敏 の 現 金 を 支 払 わ れ る こ と に な る｡ 桝 地 面 棚 の 狭 い祉 貝 (

例 え ば ｢升腿 ｣ ) は､ そ の 逆 に 差 幼 分 を 満 級 祉 経 由 で ｢中 段 ｣ に

支 払 う こ と に な る｡ こ の 新 例 で は､ 121戸 の 社 員 が 負 担 す る金 和 は

1戸 当 り248元 で あ り､ ｢分 段 ｣ は 売 却 す る耕 地 の 評 価 額 と即 金 払

い で 負 担 で き る 部 分 を 合 わ せ て も 負 担 噺 の 半 分 しか 支 払 え な い こ

と が 示 さ れ て い る｡

つ ま り､ 初 級 社 で あ っ て も､ 耕 地 の 日 収 資 金 の 調 達 の 限 界 に よ っ

て ｢貧 農 ｣ も r中 農 ｣ も 社 員 の 不 満 を 完 全 に 調 整 す る こ と は な ん と

して も不 可 能 で あ り､ 従 っ て ｢思 想 教 育 ｣ と言 う 政 治 的 圧 力 で 一 気

に無 Iff共 有 化 す る しか な い と い う結 論 が 出 さ れ た の で あ る｡

役 畜 に つ い て は ｢通 常 価 格 で 買 収 して 共 有 化 す る ｣ す る こ と が 提

唱 さ れ て い る｡

役 畜 の 買 収 資 金 の 調 達 方 法 と して は､ 実 験 過 程 で､ ① 全 額 を 社 員

に頭 割 り で 負 担 させ る方 法､ ② 高 級 社 の ｢公 械 金 ｣ で 買 収 す る 方 法､

③ 大 部 分 は 社 員 に均 等 負 担 さ せ る が 一 郎 は 高 級 社 の ｢公 械 金 ｣ か ら

支 出 す る 方 法 の 三 つ が 試 さ れ た｡

だ が､ 邦 1の 方 法 は ｢貧 農 社 員 に不 利 で､ 祉 員 rurl格 差 が 小 さ く私

有 の 役 畜 頭 数 が 少 な い場 合 に の み 採 用 可 能 ｣ で あ る と さ れ､ 第 2 の

方 法 は ｢高 級 礼 の 黙 椀 汽 金 が す べ て 無 く な っ て し ま う し､ 巨 桁 の JR

はら

金 を 入 手 した 店 家 が 浪 於 ･高 利 貸 しを しか ね な い ｣ と され た｡ そ こ

で､ 郊 3の 方 法 が ｢3iJSi-中 段 双 方 の 不 満 が 出 な い ｣ と して 提 唱 さ

れ た｡

第 3の 方 法 は･ ｢全 社 員 が 許 容 で き る範 洞 で 大 部 分 は 均 等 割 りで

負 担 さ せ, そ れ 以 上 は 高 級 社 が 公 柳 金 か ら支 LLiして 口 収 す る ｣｡ そ

して ｢日 収 歓 は 通 解 市 場 価 格 で 決 め､ 返 済 則 隈 は 3年 とす る ｣ と い

う 内 容 で あ っ た｡

そ して､ 第 3の 方 法 に 基 づ く実 際 の 共 有 化 の 過 程 で 音主意 す べ き点

と して 次 の 3つ が 指 摘 さ れ た.

ま ず､ 共 Jl1化 汗 金 の 分 担 は ｢一 般 的 に は 91子労 CFh力 で頭 割 り と し｣

｢労 働 能 力 の 劣 っ た 社 員 (原 語 は ｢老 弱 桃 疾 ｣ 祉 員 )は 他 の 祉 El

の 同 忠 を 得 て 減 免 す る ｣ こ と｡

次 に ｢共 有 化 は､ ます 各 自 の 役 畜 IJil只 を 評 価 し､ 均 等 負担 櫛 よ

り多 い部 分 は 同 級 社 が 返 済 す る こ と (銀 行 利 子 率 で 利 息 も払 う ) ｣｡

そ して､ ｢不 足 部 分 は 所 有 者 へ の 州 鵬 を 決 め て､ そ の州隈 ま で に退

済 す る ｣ こ と と さ れ た｡

こ の よ う に 役 畜 に つ い て は 有 lfll共 有 化 の 方 法 が 採 用 され た が､ そ

れ は 耕 地 と追 っ て そ の 所 有 層 が 限 られ て お り､ ま た戯 作 業 に と っ て

不 可 欠 で あ る な ど希 少 性 が 高 か っ た た め で あ る と考 え られ る｡ だ が､

同 資 料 は､ 役 畜 の 共 有 化 の 場 合 に も ｢共 有 化 資 金 を､ 多 く持 つ も の

に 多 く出 させ､ 少 な い も の に 少 な く出 させ､ 残 りは 公 摘 金 か ら支 払

う と い う 方 法 も 各 方 面 か ら不 満 が 出 る ｣ こ とが あ り､ ｢高 級 社 の 公

損 金 か らの 支 山 を 多 くす る と､ 出 役 労 働 報 酬 の 分 配 部 分 を圧 迫 し､

貧 農 が 不 満 に 思 う J と い う問 題 点 を指 摘 して い る｡

* * *
以 上 が､ 私 有 の 生 産 手 段 の 共 有 化 の 方 法 で あ る が､ 次 に､ 初 班 社

で 形 成 さ れ た 共 有 M 産 や 社 員 が 出 資 した 生 産 資 金 の 処 理 の 方 法 を紹

介 す る｡

ま ず､ ｢高 級 礼 は 雌 存 の 初 級 礼 の す べ て と互 肋 組､ 個 別 経 営 を 吸

収 ･合 併 す る こ とが 箪 求 さ れ て い るの で､ 雌 存 の 共 有 財 産 の 処 理 閲
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店 が 死 生 す る の は 不 可 避 で あ る ｣ と して､ ｢初 組 礼 の 共 有 財 産､ uJ.

資 さ れ た 生 産 資 金､ 公 fIl金､ 公 益 金 お よ び 国 家 か ら給 付 さ れ た 奨 励

物 資 な ど､ す べ て を - 排 無目fr共 有 化 し ｣､ ｢l現存 の 共 有 肘 産 ･Yf金

の 価 格 差 も調 整 しな い ｣ と さ れ た｡

そ の 理 由 と して は､ 節 1 に ｢高 槻 礼 に な れ ば 生 産 発 展 と祉 R の 増

収 が 保 証 さ れ る の で JuJREiは 大 き くな い ｣ こ と､ 第 2に ｢布 111共 イi化

を し よ う とす れ ば､ い ち い ち 計 許 す る 必 要 が あ り､ 言1許 す る こ と の

で き な い 部 分 も 存 在 して 問 題 は 収 拾 で き な く な る ｣ と して､ ,1!nllt共

有 化 の 合 理 性 を 胤 調 して い る｡

以 上 の､ 私 有 の 生 産 手 段 お よ び 初 級 社 の 共 有 財 産 と預 金 の 共 有 化

の 方 法 は､ 次 項 で よ り詳 細 に 考 察 さ れ る の で 詳 し い評 価 は 避 け る｡

た だ､ こ の 論 調 の 特 徴 は､ ま ず ｢所 有 観 念 の 希 納 化 ｣ を 前 提 と し た

共 有 化 の "必 然 性 " が 巌 間 な くま ず 先 験 的 に 掘 え られ て い る こ とで

あ る｡

* * *
続 い て､ 高 級 社 の 組 織 の 概 賓 に つ い て 整 理 して お こ う｡

ま す､ 高 級 礼 の 生 産 ･労 働 管 理 の 体 制 につ い て は､ 次 の よ う に 整

理 さ れ て い る｡

高 級 社 の 生 産 単 位 は 生 産 隊 とす る｡ 生 産 隊 は 隊 員､ 役 畜､ E!具

お よ び 桝 地 ( ｢桝 作 区 ｣ ) を 固 定 し､ 償 業 生 産 計 画 の 達 成 を 3年

単 位 で (1回 の 輪 作 周 期 に 相 当 す る ) 硝 け 負 わ せ る｡ そ の 他､ 畜

産 ･独 英 ･園 芸 な ど専 門 の 生 産 牌 も 設 立 す る｡

高 級 社 と生 産 隊 二 つ の レベ ル で 生 産 計 画 を 餌 定 す る｡

出 来 高 払 い 制 度 や 通 年 の 作 業､ 生 産 ノル マ 請 負 制 (原 語 は ｢包

工 包 産 制 度 ｣ -菅 沼 ) を採 用 し､ 労 働 計 許 の 平 均 主 義 を な く して､

労 働 に 応 じ た 分 配 を実 現 す る｡

農 業 や 畜 産 な ど の 技 術 ス タ ッ フ を 養 成 す る｡

こ の 点 は 初 級 社 と基 本 的 に 変 わ らな い が､ 後 に 見 る よ う に高 級 祉

ti%

の 生 産 姥 は 屯 (自然 村 ) や 旧 初 級 礼 を 単 位 に設 立 され､ 従 来 の 初 級

社 よ り別 棟 が 大 き くな っ て い る こ とが 異 な る｡

次 に､ 収 益 分 配 制 度 だ が 高 級 社 で は 生 産 手 段 の 山 削 こ対 す る 報 酬

が な くな る｡

収 益 分 配 は･ ま す 虚 業 税､ 国 家 融 資 拝 金 の 追 捕 分 を控 除 し､ 次

に 公 税 金 (純 収 入 の 10% )･ 公 益t金 (同 2% )､ 翌 年 の 生 産 狩 (碓

子 ･粗 飼 料 .肥 料 ) を 控 除 し､ 触 っ た 現 物 現 金 を 社 員 の Lu役 労

働 日 に応 じて 分 配 す る｡

こ の 点 は､ 初 級 礼 とほ ぼ 同 じで あ る｡ た だ､ 1953年 に交 付 さ れ た

初 繊 社 の ｢試 行 定 款 ｣ で は､ r公 111金 ｣ と ｢公 益 金 ｣ の 留 保 比 率 が

｢総 収 入 ｣ を 基 準 と して､ 各 々 4% お よ び 1% と され て い たの で､･

高 級 社 で は 苔 蛸 部 分 の 控 除 が 強 化 さ れ る こ とは 注 目 して お く必 賓 が

あ る (第 4編 第 8帝 弟 1節 E)項 参 照 )｡

ま た､ 社 員 の 個 人 副 菜 につ い て は､

自留 地 は 初 級 社 の 時 期 と変 動 させ ず そ の ま ま 維 持 す る｡ 集 団 生

産 にk 響 しな い範 囲 で､ 個 人 の 養 豚 .兼 鵜 な ど副 菜 生 産 を許 可 す

る｡ 個 人 副 業 を 完 全 に 廃 止 し､ 張 団 化 して は な らな い｡

と して､ 初 級 礼 の 幡州 と同 様 の 配 J,Sを す る よ う に示 され て い る｡

段 の 利 用 や､ 収 益 分 配 に 変 化 が 生 じる で あ ろ う し､ ま た そ の組 織 規

模 が 行 政 村 単 位 に拡 大 さ れ る の で､ 実 態 的 に 異 質 な もの とな っ て く

る の だ が､ こ こ で 制 LR=的 に見 る限 りで は､ そ の 他 は初 級 礼 の 組 織 体

制 が そ の ま ま 継 承 さ れ る の で あ る｡

* * *
高 級 社 の 実 験 例 か ら､ 以 上 の よ うな 高 級 社 設 立､ 生 産 手 段 共 有 化

の メ リ ッ トと､ 共 有 化 の 方 法､ 高 槻 社 の 組 紹 体 制 が 捉 起 さ れ た の で



G7

あ る が､ 同 汚 料 は､ 稀 級 IJ二の 設 立 条 件 に も言 及 して い る｡

そ れ は､ ｢実 験 例 か ら見 る と､ 初 級 社 を 2- 3年 fHJや れ ば､ 指 噂

を 勤 め る れ ば 高 級 化 が 可 能 で あ る ｣､ そ して ｢初 級 社 で の 生 産 発 展

の 速 度 が 速 け れ ば､ 私 有 制 と の 矛 盾 が 早 晩 硯 れ て 来 る ｣ か ら､ 初 級

社 の 巡 宮 が 一 定 糾問 順 調 に い け ば､ 生 産 手 段 共 有 化 つ ま り木石級 礼 へ

の 移 行 が 可 能 に な る こ と を 第 1の 内 容 と して た｡

だ が､ 他 方 で ｢合 作 化 遊 動 の 高 潮 の 中 で､ 分 段 ･下 層 中 RBば か り

か 上 屑 中 段 の 社 会 主 義 的 自ilが 高 ま っ て い る J､ 従 っ て､ ｢一 つ の

村 あ る い は 一 つ の 屯 の 中 で 全 て の 初 級 礼 に こ の 条 件 が な くて も､ 1

社 が こ の 条 件 を 満 た して い れ ば 村 ･屯 全 体 の 満 級 合 作 化 は Ju当 急 速

に進 め る こ と が で き る ｣ と も さ れ て い る｡

つ ま り､ 前 者 は､ 本 項 の 冒 頭 で 触 れ た よ う に､ これ ま で の 実 嚇 の

総 括 か ら､ 高 級 礼 は 初 級 礼 を 基 礎 と して 設 立 す る こ と を 指 し示 して

い る｡ そ れ に 対 して､ 後 者 は 1955年 下 半 州 の ｢全 面 的 合 作 化 JJglの

｢新 高 潮 ｣ が 初 級 社 に組 繊 さ れ て い な い 大 多 数 の 農 家 の 気 運 を 盛 り

上 げ て お り､ 成 紋 の よ い 初 級 祉 1社 を 核 とす れ ば､ ｢高 級 合 作 化 ｣

が 可 lfEに な る こ と -1 言 い換 え れ ば 初 級 祉 段 階 を 経 過 す る こ と は 必

ず し も必 要 で は な い -- と い う 方 向 も 棉 億 的 に推 奨 して い る の で あ

る｡

1955年 末 の 時 点 の 文 献 で こ の よ う に 共 有 化 の メ リ ッ トと可 能 性 を

先 験 的 に 唱 道 し､ か つ 家 族 経 営 か らで も 一 気 に高 級 社 を設 立 で き る

こ と が 強 調 さ れ た こ とは､ 1956年 上 半 州 に高 級 社 の 設 立 が 全 面 的 に

展 開 さ れ る転 機 が こ の 時 点 に あ っ た こ と を 思 わ せ る の で あ る｡

B ) 高 級 社 に お け る 生 産 手 段 の 共 有 化

高 級 社 の 設 立 に 際 して 行 わ れ る､ 生 産 手 段 の 共 有 化 に つ い て は､

そ の 職 質 が 前 項 で 考 察 さ れ た が､ こ こ で は 前 項 で 利 用 した 文 献 よ り

2ケ 月 遅 れ て 公 表 さ れ た ｢高 級 社 の 設 立 過 程 に お け る 経 済 問 題 の 処

理 ｣ に よ っ て､ 想 定 さ れ る農 村 の 実 態 を 考 慮 した 共 有 化 の 範 囲 と､

そ の 資 金 調 達 に 関 す る 公 式 的 規 定 を並 埋 し検 討 を 加 え る｡

ttt,

こ の こ とは､ 後 に 高 級 社 に お け る生 産 手 段 の 利 用 や､ IHl-化 汗 金

の 問 腿 を 扱 う 腰 に 前 提 とな る の で 血 要 で あ る. や や 先 触 り して 言 え

ば､ 高 級 社 に お け る 生 産 手 段 の 共 有 化 は､ 前 編 節 9帝 で 考 察 した

初 級 社 に お け る 生 産 手 段 の 利 用 li山越 を 共 布 化 後 の 高 級 社 の 経 営 問 題

と して 形 を変 え な が ら内 在 化 す る の で あ る｡

そ こ で･ 本 項 で は 先 の 初 級 社 の ｢試 行 定 款 ｣ な ど と比 較 しつ つ 考

察 を 進 め る｡

ま ず･ 耕地 を 含 む 土 地 の 兆 石 化 につ い て で あ る が､ そ の 内 容 は 去

12- 2 に 示 し た 通 りで あ る (註 2)｡

ま す､ 土 地 に つ い て は 耕 地､ 園 地､ 宅 地､ 墓 地 に分 け られ るが､

排 地 に つ い て は､ 梨!宅旧 共 有 化 が 力日日わ れ て い る｡ 高 地 社 の 場 合 で も

一 旦 加 入 した 祉 1日の 脱 退 が 認 め られ て お り､ 脱 退 す る似 合 には 返 過

され る｡ た だ､ 初 級 社 の 場 合 と異 な る の は､ 脱 退 した社員 カリl;腿 業

に転 業 す る場 合 に は､ 退 避 しな い と規 定 して い る点 で あ る｡ これ は､

後 で 見 る よ う に､ 所 有 者 が 耕 地 を 他 人 に貸 し出 す 可 能 性 を未 然 に 防

止 す る こ と を 配 慮 した た め と考 え られ る｡

劇地､ 宅 地､ 墓 地 に つ い て は 私 有 が 認 め られ る｡ た だ､ 園 地 つ 漢

り ｢自留 地 J は､ 全 耕 地 面 積 の 5% と､ 総 面 横 で 制 限 され て い る｡

以 下 は､ 高 級 祉 設 立 前 に発 生 した耕 地 の 貸 借 関 係 や 初 級 社 を 含 む

開 墾 地 の 処 理 の 間 店 が 扱 わ れ て い る｡ これ は､ 高 級 社 が IP･に初 級 礼

を基 礎 と して の み 設 立 さ れ る の で は な く､ 未 組 織 jB家 を含 め て 組 描

化 の 対 象 と して い る こ と の 反 映 で も あ る｡

まず､ 高 級 社 に加 入 す る前 の 耕 地 の 売 買､ r典 入 ｣ r典 出 J 関 係

の 処 理 に つ い て で あ る が (栄 )､ そ れ も そ の ま ま 無 旧 共 有 化 され､

さ ら に共 有 化 直 前 に な っ て 耕 地 を 売 却､ ｢頻 出 ｣ す る こ とが 禁 止 さ

れ て い る｡

*: ｢典 入 ｣ と は､ 借 金 の 担 保 と して 偵 権 者 に預 け た耕 地 を､

611務 者 が l'E.tり受 け て 耕 作 す る こ と､ ｢典 出 ｣ とは､ これ を僻 幡 者
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衣 12-2 高級社 における土地共イi化

〟/

土地の梯耕･性格 :iE本的処理方法 例外規定及びその他

共有化の範囲 社員の全耕地の無償共有化○ 脱退の似合は一 炊所有地 と同質 .同居の耕地を所府できる.脱退後､非農業に転業する場合には近辺 しないo

園地 (自笛地) 高級社の全耕地面桃の 5%以内で､LIR存の園地を所有.(削 也の農業税はl所有者負担○

lJI貝住宅地 . 7)住宅地と住居は共有化せず 高級祉設屯以降の宅地や避地は
基地 と附JulT物 家屋は個人で辿梁させる. 高級社で統一的に割 り当てる.
(棉木) ∫)基地等は共有化 しない○

加入TfTjの糊入 711咋以上紘'営した耕地は､ 棚入 .r納入｣者がfモ陸Jで､販売 .
｢iI吐入地 ｣ 如慣共1=JJ化○共有化以前の r兆山 一者がTLr裕な似合は､ 販売 .

売;ErJ､｢拠出｣を崇止する. r拠出J者は地価の一部､ 全部を
∫)経'B'川=川1年未満の耕地も 返却させる○

如慣共有化する｡ 郷 (村 )人民委員会が調停する｡

都市労働者が ア)所有者の家族が在村の時は (∫)の場合 )家族も締付出来ない

貸出 し､経営 家族を加入させー無償共有

委託 した耕地 化する.イ)家族も不在だがt無職の時
は､帰付させて加入させ る 場合には～ 別途解決する○

来団開墾地と 災団労働の成果と見な し､ -
土地の附加物 純無償共有化する○
個人のt;t1聖地 7)1年以上の経営地または 1

と附加物 年来浦だが､高級社 に側壁地や共有財産が多ければ､無償共有化する｡∫)経営州脚11年未満で､ 高級社の共有財産が少ない場合は､高級社への頁献度が高いので代価を払 うか､労働Elに換許 して分配する.

高級祉設立 7)初級祉l川で大差ない似合は
直前に行われ 撫祝する○

た軟李耕起作 イ)指差が多い場合には､労働
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の 側 か ら見 た も の で あ る｡

こ こ で､ 経 営 糾 問 1年 を基 準 に 区 分 さ れ て い る が (結 果 は い つ れ

も無 ItI共 有 化 で あ る が )､ そ の 理 由 は ｢我 が 省 は 土 地 が 豊 富 で､ 地

価 が 一 般 に低 い の で､ ⊥年 以 上 経 営 す れ ば 元 利 が 稼 げ る ｣ か らで あ

っ た｡ つ ま り こ こ で は､ 1年 以 上 経 営 し た場 合 に は 畑 入 代 金 と そ の

利 子 分 を 回 収 して お り､ そ れ 以 上 は 力nff共 有 化 して も 順 入 着 の ｢節

有 権 ｣ を 侵 害 す る こ と に は な らな い と主 張 して い る こ と に な る｡

こ の 点 は､ 二 つ の 重 要 な 意 味 を 持 っ て い る｡ 郡 1は､ 黒 屯 江 省 で

は 桝 地 が 盟'fJ,irで 地 価 が 低 い か ら､ 梨-.Hll共 有 化 す る こ と に問 題 は 大 き

くな い と言 う 主 張 で あ る｡ こ の こ とは､ 前 項 で 初 級 社 で は ｢地 組 ｣

の 比 率 が 低 くな り､ ま た 社 員 の 所 得 が 増 え て い る の で ｢所 有 観 念 が

希 蒋 化 ｣ して い る と い う 主 張 とは 異 な っ て い る｡ そ れ は､ 高 槻 社 の

設 立 が､ 岬 に 初 細 社 を 対 象 と して 行 わ れ る の で は な く､ 未 組 織 出 家

ま で 広 げ て そ の 対 象 とす る こ と を 正 当 化 す る 論 理 で あ る｡ だ が､ 窮

4編 第 9章 第 3節 B)項 で 放 っ た期 西 卯 の (J955年 6月 19日の

黒 竜 江 日 報 に 掲 載 さ れ た )資 料 で は､ 村 の 幹 部 が ｢北 大 荒 で は 耕 地

が 多 い の で､ 戯 民 は ど う な っ て も 気 に 留 め な い ｣ と して ｢地 租 ｣ の

切 下 げ と廃 止 に 同 意 して い た こ と が 批 判 の 対 象 と な っ て い た｡ こ の

こ と を 想 起 す れ ば､ 高 級 社 の 設 立 が 日程 に上 っ た た め わ ず か 8ケ 月

で 党 ･政 府 の 認 識 は 180度 転 換 した の で あ る｡

第 2は､ 排 他 所 有 の 経 済 的 意 味 が 購 入 時 点 の 価 格 に の み 切 り絹 め

られ､ そ の 後 の 評 価 栃 の 変 化 (所 有 者 に よ る 投 資 や 当 地 で の 土 地 売

買 価 格 の 変 動 に よ る ) は 一 切 無 視 さ れ こ とで あ る｡ こ の 点 は､ 初 級

社 の ｢試 行 定 款 J に も共 通 す る点 で あ り､ 脱 退 す る 時 に避 退 さ れ る

耕 地 の ｢所 有 権 ｣ は､ 出 資 時 点 の 評 価 縦 に応 じて 評 価 さ れ る こ と に

な っ て い た (第 4編 弟 8車 第 1 節 C )項 )｡

次 に､ 都 市 労 働 者 が 貸 し出 した り､ 経 営 委 託 し た耕 地 の 処 理 に つ

い て は､ 原 則 的 に は r高 級 礼 は い か な る 場 合 に も 加 地 を日 収 し た り､

小 作 経 営 も しな い｡ しか し､ 現 実 に土 地 貸 山 や 仙 人 へ の 経 営 委 託 は
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多 く､ 収 税 に 応 じて 適 切 に処 理 す る ｣ と され て い る｡ そ こ で､ 不 在

地 主 の 家 族 の 誰 か を 社 員 と して 戻 らせ､ そ の 上 で 無目ft共 有 化 す る こ

とが 示 さ れ て い る｡

高 級 祉 設 立 前 の 初 級 祉 (ま た は 個 人 ) に よ る 開 墾 地 の 処 理 と秋 季

排 起 作 業 の 評 価 につ いて は 特 別 に 抜 わ れ て お り､ そ の よ う な 耕 地 が

高 級 礼 に と っ て 持 つ 意 味 の 大 き さ に よ っ て､ 労 働 日計 界 な どで 評 価

す る 方 法 が 示 さ れ て い る｡

以 上 が 土 地 の 共 有 化 に関 す る規 定 で あ る が､ 全 休 を 通 じて耕地 は

無旧 共 有 化 を 追 求 す る点 と､ 耕 地 の 笥 侶 や LS家 の 地 域 r;り移 動､ そ の

産 物 と して の 不 在 地 主 の 出 現 と言 う所 有 と経 営 が 分 離 す る 現 実 に 対

して､ 高i'級 社 は 如Jrl共 有 化 を 極 力 追 求 しつ つ､ 所 有 (高 納 札 社 員 の

共 有 ) と利 用 (高 級 社 に よ る粂 団 利 用 ) を 一 致 さ せ る 方 向 で 制 限 す

る こ とが rIか れ て い る｡

* * *
次 に土 地 以 外 の 生 産 手 段 で あ る が そ れ は 有 II1共 有 化 の 対 象 と な る

(表 12- 3参 照 )｡

こ こ で は､ 高 級 社 の 集 団 生 産 に 必 要 な もの とそ う で な い も の に 分

け て､ 前 者 を 共 有 化 す る こ と と さ れ て い る｡

た だ､ こ こ で は作 業 能 力 の 劣 っ た役 畜 も排 除 せ ず に､ 同 等 に 買 収

の 対 象 とす る よ う に､ 初 級 社 の 場 合 と追 っ た 特 別 の 配 慮 が な さ れ て

い る｡ そ の た め･ 高 級 社 で は こ の よ う な 劣 っ た役 畜 が 組 織 か ら排 除

され る こ とが･ 実 際 に利 用 さ れ る か ど う か は 別 と して､ 少 な く と も

所 有 の 面 で は 解 決 さ れ る こ と に な る｡

日 収 の 方 法 は､ 前 項 で み た よ う に労 働 力 当 りの 均 等 割 り負 担 さ せ

る ｢共 有 化 出 資 基 金 ｣ と高 級 社 の r公 fll金 J が 原 資 と され る｡

初 級 社 で す で に買 収 共 有 化 さ れ た生 産 手 段 と､ 個 人 が 牌 大 した 役

畜 の 価 格 評 価 は 土 地 と同 じよ う に 買 収 あ る い は 順 入 時 点 の 順 入 資 金

負 担 の み を袖 旧 し･ 只 収 以 降 に 変 化 した 評 価 額 の 増 減 部 分 に つ い て

は 邦!H瓜共 有 化 す る原 則 が 封 か れ て い る｡

讃12-3 高級社における役齢､農ftなどの,jミイ了化

i.-･′､

生産手段の種籾 .性格 迎本的処理方は 例外規定及びその他

共有化の対象 7J役畜､大型農具.大中､水中 ア)共和化 しないもの :社員所布の
∫)共和化 しないと､高級社の 家屈､家譜､家南､相木､小型農具

発展を阻害するもの. 家庭別業川の用具○イ)高級ttの生産発展 と矛眉せず､偶人の増収に有利なもの.

共有化の方法 7)当地の平年の市場価格で評価 し､高級社が日収.∫)n収JJTtYEは共有化出門群企(労働力に応 じて分担 )と高級社の公械金.ラ)支私期限は一般に3咋○

初級社で月収 7)共有化後に､買い換 え､死
共有化 したが 亡､ 生長で変化がある将は
代金未完滴の 印度評価 しないo

生産手段 ∫)歴が少なく､ 変化も少な くlr1収仙格が不合理な場合は再度評価 し､ 差筋を高級礼が支払 う○

社員が蛸入 し 社内統一価格で買収する. 7)I-i)i有者がftしく､統一価格では

て時間の浅い 損失を与える場合は､共有化出

家畜 と､ 国家 沼基金の分担を軽減する.
馳群で月l8人 ∫)国家触資で購入 し､未返済の
した家畜は ものは､ 高級社が残額を返消

老弱役畜～ 祉貝の所有する役畜は､ 一律 紫団飼育に適 さない場合は､ 飼育



占(i一

生 産 手 段 の 有Iit共 有 化 の 機 合 に 問 題 と な る の は､ 前 項 で も触 れ た

よ う に共 有 化 津 金 の 調 達 で あ る｡

衷121 4 に よ る と､ 共 有 化 す る 生 産 手 段 の 評 価 総 称 に対 して､ 礼

員 の 7割 か ら 8割 が 均 等 割 りで 負 担 で き る 部 分 は r生 産 手 段 共 Jj'化

出 資 基 金 ｣ (以 下 r基 金 ｣ と咽 称 す る ) と して 徴 収 し､ 鮎 りを 万石組

社 の ｢公 Fn金 ｣ か ら補 jjlす る こ とが 定 め られ て い る｡ 各 社 員 の ｢基

金 ｣ の 支 山 は 方 法 は､ す で に述 べ た よ う に共 石 化 の 対 象 と な る 社 員

の 生 産 手 段 評 価 額 との 差 敬 が 支 LLiさ れ る｡

さ て､ この ｢基 金 ｣ の 分 担 方 法 で あ る が､ そ れ は 社 員 の 性 別､ 年

齢 あ る い は 階 層 差 に よ っ て 7つ の 場 合 に 区 分 さ れ て い る｡

基 本 は､ 刀 子 労 働 力 で あ り､ 如 人 は 分 担 の 対 象 外 と さ れ て い る｡

そ れ は､ ri剛域 作 業 に El解 的 に 出 役 して い る か 否 か と言 う黒 滝 江 省 あ

る い は 省 内 の 各 地 域 の 伯 習 に 韮 づ い て 判 断 さ れ て い る｡

ま た､ 16歳 米 桝 の 少 年 の 場 合 に も､ 脇 作 業 に従 即 し た州 FhrJが 2年

以 上 か 未 満 か で 負 担 が 配 慮 さ れ て い る｡ た だ､ こ の 2年 間 が 何 を 意

味 して い る か が 不 明 で あ る｡

こ の よ う に､ 高 級 社 の 場 合 に も 16歳 以 上 の 男 女 に は､ 初 級 祉 同 様､

社 員 とな るや 椙 が 発 生 す る が､ 婦 人 に つ い て は 免 除 し他 方 で 社 員 の

資 格 に満 た な い 少 年 (当 然･ 男 子 と思 わ れ る ) に つ い て は､ 戯 作 業

に従 事 して い れ ば､ 年 齢 資 格 を 問 わ ず ｢基 金 ｣ を 負 担 させ る よ う に

規 定 さ れ て い る｡ こ れ は､ 社 員 世 帯 に と っ て 婦 人 よ り も一 人 前 に な

らな い少 年 の 方 が "稼 ぎ手 " と して 有 力 で あ る こ と を 反 映 して い る

と考 え られ る｡

次 に､ ｢基 金 ｣ を 負 担 で き な い 世 軌 復 員 軍 人､ 転 入 者 な ど､ 就

業 お よ び 家 計 の 面 で 不 安 定 な 階 層 に つ い て で あ る が､ これ ら も 状 況

に応 じて 減 免 摺 政 が 採 られ る｡

こ の よ う に 家 族 の 性 別､ 年 齢 あ る い は 社 員 世 相 の 状 況 に 応 じて ｢

基 金 一 の 分 担 を 訴 整 こ とが 規 定 さ れ て い る｡ しか し､ こ う した 方 法

は 前 項 で 指 摘 した よ う に ｢共 有 化 資 金 を､ 多 く持 つ も の に 多 く出 さ

せ､ 少 な い も の に少 な く山 さ せ､ 残 りは 公 約 金 か ら支 払 う と い う 方

表 12-4 生産手段の ｢共有化出力遊金 ｣のil!]遥方法

緑 占

社員の性格 基本的処理方法 例外規定及びその他

｢基金｣の 7)共有化する生産手段の評価

分担街の決定 結締に見合 うように決定｡川 也方で社員の70-80%が負担できる織に抑える.引不足分は高級社の公横金から支出 してゆく○

決済方法 7)社員の共有化する生産手段の評価WIと ｢基金｣負担衝の差額を納入させる.イ川J'級礼は､ 公税金か ら3咋以内で差織を返消する｡

分担別当対象 ,EAも噌江省では一般に男子社員に分担 し､ 半人前の労働力は1人刑の労働力の半耕.

脱退する祉f1 祉flの出iZiした基金は､社員 兵役 に志斬 したり､ 学業のため

名義で記帳 し､脱退の際には 離村する場合は､将来戻 るので

返還する. その那度近道 しない○

婦人労働jJ 対人が出役する習111のない地 (稲作地域では､ 婦人も日常的

城は､婦人の出役を刺激する に作業出役するのでー 婦人に
ために､ 負担させない. も負1旦させる)

｢基金 ｣の 老人､陣富者､病人､寡婦､
負担できない 独身者は､部憎を考慮 してー

tg,.節 出資期限の延期や減免を許可

苗等小学校､ 16歳大浦の場合は､ 扶養家族 l6歳以上で祉貝沼格のあるもの :
初級中学校の として負担させない｡ 7)2年以上､生産 に従部 したもの

卒業生 は､ 1人分を負担させ る.∫)2年未満の場合は減免する.

役員罪人 7)帰郷後2年以上生産に従平したものは 1人分をfuii.イ12咋未満のものは､家庭'lf･h7を考慮 して減免する.

村外から転入 転入後､ 時糊の浅いものは､

･
･1
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法 も 各 方 面 か ら不 油 が uiる ｣ とか､ ｢訪̀占級 社 の 公 tTl企 か らの 支 LLl'.杏

多 くす る と､ LLi役 労 働 報 酬 の 分 配 部 分 を 圧 迫 し､ 分 JXtが 不 満 に ･rLiTl.う｣

とか い う 問 題 を 発 生 す る 可 能 性 を 依 然 と して は らん で い る｡ 言 い 換

え れ ば､ 共 有 化 を強 行 した と して も､ 腿 家 fliJの 家 族 労 働 力 や 役 畜 JTr

有 の 指 差 に よ る 祉 月 間 の 利 畜 対 立 が そ の ま ま 弧 存 し､ そ れ が 今 JA'は

高 地 礼 の 迎 営 を 巡 る 内紛 の 元 凶 に転 化 す る こ と を 予 測 させ る の で あ

る｡

* * *
Lflk後 に､ 前 項 で は 示 さ れ な か っ た ｢生 産 才せLll汗 LE金 J 負 担 方 法 に

つ い て で あ る｡ これ は､ 高 級 社 の 流 軌 汽 金 (純 子､ 飼 料 な どの 順 入

資 金 ) を 指 す が､ こ れ も ｢生 産 手 段 共 有 化 山 資 ま_t金 ｣ の 場 合 と同 じ

様 な 負 担 方 法 が 採用 され て い る(之12-SJ参照J.

こ こ で は､ 初 級 社 か ら高 級 祉 に 加 入 す る似 合 と互 助 組 や 個 別 経 営

か ら加 入 して 来 る切 合 と に分 け られ て 規 定 さ れ て い る｡

そ の IR則 は､ 加 入 して 来 る 多 数 の 社 員 の 負担 能 力 を 超 え な い こ と､

超 え る場 合 に は 副 業 や 出 資 を 数 度 に分 け て 行 い補 充 す る こ と と さ れ

て い る｡

高 級 礼 に加 入 す る社 員 は､ 初 放 社 の 社 員 で あ っ た も の と､ 互 助 組

の メ ン バ ー で あ っ た もの､ お よ び 個 別 経 営Jil家 の 3通 りで あ る が､

い つ れ も 高 級 社 で 統 一 の 出 資 額 を 基 準 に 過 不 足 を 調 整 す る 方 法 で 行

わ れ る｡ た だ､ 負 担 能 力 の 無 い貧 困 農 家 に つ い て は 国 家 融 資 ( r貧

農 合 作 基 金 融 ffJ ) を与 え る こ と が 規 定 され て い る｡ こ の 国 家 敵 貨

につ い て は 後 述 す る が､ いづ れ に して も 弁 囚IRE家 や 生 産 資 用 の 蓄 椀

の 乏 しい 初 級 社 の 社 員 は､ 高 級 社 に加 入 す る に 当 た っ て 偵 務 を し よ

い込 む か､ 一 時 Wlに家 計 の 負 担 が 増 大 す る こ と に な る｡

* * *
以 上､ 本 節 で 見 た 点 に つ い て 次 の 3点 が 指 摘 で き る｡ 第 1に 高 槻

社 設 立 が 先 験 的 に必 安 な こ と と さ れ て お り､ そ の 認 識 は ｢全 面 的 合

作 化 ｣ の 政 治 的 趨 勢 の 中 で 提 起 さ れ た も の で あ っ た こ と｡ 弟 2 に 生

産 手 段 の 共 有 化 で は､ 耕 地 が 無 IF共 有 化 さ れ そ れ は JEi家 の 地 域 間 移

滋12-5 ｢生産門出Yt益金｣のflH旦JJ法

C,/鍾

高級祉設立母体の性格 基本的処理方法 補足規定

基本原則 一方で､ 高級社の生産の必要を考慮 し 初級社の基金が､ 高級社

他方で多数の社員が負担できる新に の生産の必要に不足する

するよう配慮する｡ 場合は､冬季副菜一社員祉貝の自発的出講､均等分担により調達する.

負担方法

設立後 1年 翌年の生産書き用を十分備えた初級祉

以上の初級祉 の社員からは改めて出i3を葬らない.

設立後 1咋 Alf;級朴で統一の,llti1;it畔を設定 し､ 7)初級礼rFrlの出汽郷の

未満の初級ネ上 多いJJyを退避t 不足分を氾加山i1 柄iYiが小さい似合はー

出i3させる○ 過不足訓盤 しない○∫)初級祉問の格差が大 きい場合は､社員が同意すれば､ 不足分を､ 迫JJu出fiさせる○

基金のない 高級社の統一基準を設定 して､

初級ネ土 社員に負担させる.

互助組 と個別経営 初級社の統一基準で山戸させる○

fi困農家 政柄の rfミ農合作基金触fZ｣を
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gr))あ る い は JJHui利 川 臓 の 統 g･JJ化 を IblJ舶 す る作ftiの も の で も あ っ た こ

と｡ g53に､ ィHrt-)ヒイf化 さ れ るJtii前 と生 紹11L川 に つ い て は､ - EhJ-で

計 負 担 を 増 大 す る こ と に は 変 わ りな く､ ま た 同帖 に .巧拙 社 の 経 営 を

あ る い は 社 員 の 所 子!IJr,l大 をLa机 か ら圧 迫 す る も の と して 作 川 す る こ

と に な る こ と｡ 以 上 で あ る｡

た だ､ 1956咋 3J｣に は rll共 中 火 は 前 納 祉 設 立 過 相 で 発 規 した 生 花

手 段 の 共 イ了化 の IliJ腿 点 を 鑑 み て 新 た な 規 定 を ,'1',し た (ii-E3)｡

そ の 慨 安 は､ 那 1に祉 101が 加 入 す る 似 合 に は L地 政 ･tri後 に発 行 さ

れ た r土 地 所 イ了諾IE｣ を 回 収 せ ず､ 脱 退 す る似 合 に そ れ に応 じて j)r旭

を 辿 退 す る こ と､ 節 2に 個 人 IiTr有 の 林 木､ ili脚 は よ去本 (F'Jに 私 石 の ま

ま と し､ 高 級 礼 との l朗言損にお い て の み 共 イ了化 を決 定 す る こ と､ 節 3

に社 員 の 私 イ了の 役 畜 や 大 型 JEl具 も､ 兆 布 化 した 隙 に は 3年 以 内 に 日

収 金 を完 消 し､ ま た 場 合 に よ っ て は 私 Jj-制 を 班 して 拓 級 社 に LL5汚 さ

せ る 方 法 を 採 用 す る こ と な ど で､ こ の 主 旨 は ｢一 部 の 貿 段 や 幹 部 は

共 有 化 の 範 ufIを知日技】と拡 大 した り､ ･･･日 収 価 格 を 引 き下 げ よ う と

考 え て い る｡ こ の 傾 向 に つ い て 各 地 で 注 意 深 く教 育 して 防 止 す る ｣

こ と に あ っ た｡ この 3点 は 先 の 黒 滝 江 省 の 文 献 と矛 盾 す る た め､ 莱

際 に 梨 屯 江 省 で は 共 有 化 を進 め る 中 で 幹 部 と社 員 に対 して 詳 細 な 説

明 を して､ 誤 解 や 軌 梢 を 防 ぐ こ とが 迫 られ る こ と に な っ た (註 4 )｡

こ の よ う な 制 度 的 手 直 しを 図 っ た も の の､ 実 際 の 高 細 社 の 設 立 過

程 及 び 設 立 後 に は 様 々 な Ii:l題 が 噴 出 し､ ま た 生 産 手 段 の 共 有 化 に 伴

うfli)腿 点 は 次 節 お よ び 次 帝 以 降 で 見 る と お りで あ っ た｡

第 2節 高 級 祉 設 立 過 程 の 問 題 点 一急 速 な 大 槻 傾 組 揃 の 設 立 と経

営 管 理 の .混 乱 一

本 節 で は､ )956irl上 半 州 に お け る高 級 祉 設 立 の プ ロ セ ス と､ そ こ

で 生 じた rHj脳 を 概 観 す る｡

前 節 で は､ 1955年 末 お よ び 56年 2月 に､ .lA屯 江 日報 には 職 さ れ た､

高 級 礼 の 設 立 お よ び 生 G.手 段 ,1H-j'化 の 指 針 を 考 汽 した が､ ほ ぼ 同 時
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に高 級 祉 設 立 の 尖 隙 の g.JJきが す で に始 ま っ て い た｡

例 え ば､ 1956年 1月 24日の 中 共 娘 屯 江 省 委 員 会 の JBt村 工 作 会 議 で

は､ 高 級 祉 設 立 に fAJす る 仇 億 的 な 方 針 が 打 ち Ltiさ れ て い た (註 5)｡ ▲

ま す､ 同 会 吉成報 告 で は､ 黒 竜 江 省 で は 1955年 末 ま で に初 級 社 の 組

紹 化 が 完 l戊さ れ た こ とが 示 さ れ て い る｡ つ ま り､ 節 3絹 の 戯 後 に 考

察 し た よ う な ｢全 面 的 合 作 化 ｣の "山 由 し" 案 は 実 際 に は 反 古 と さ

れ て い た の で あ る｡ そ して ｢省 内 大 部 分 の 地 域 で 1956年 の 春 季 描 碓

作 業 料 前 ま で に､ 高 級 祉 組 織 率 を 90% 以 上 に す る 計 画 が 立 て られ て

い る ｣ こ とが 紹 介 さ れ､ こ れ を受 け て ｢56年 春 季 捕 雌 作 業 財 前 に 全

省 で 高 級 合 作 化 を 完 JJRす る ｣ こ と力り旨示 さ れ た の で あ る｡

こ の 省 内 全 域 で の 高 級 社 の 設 立 計 画 は､ 次 の よ う な 認 識 にt.:Eづ い
l

て い た｡

ま ず､ 戯 家 の 状 況 につ い て は ｢これ ま で､ 合 作 化 は 互 助 組 - 初 級 】

礼 - 高 級 礼 と言 う順 ISで 進 め て き た が, 合 作 化 の "Irl潮 " の た だ な

か に あ る 現 在 で は､ 両 級 合 作 化 は LB民 の 切 実 な 要 求 と な っ て お り､

こ れ を 引 き留 め る必 要 性 は な い J と さ れ た｡ そ れ ま で の 初 級 社 の ｢

全 面 企 画 ｣ の 過 程 で Laも盛 宴 か つ 難 しい 閲 題 で あ っ た､ 村 レベ ル の

指 導 休 制 の 確 立 に つ い て は ｢高 級 社 は 村 ･屯 単 位 で 組 織 さ れ る か ら､

地 域 内 の 指 萄 幹 部 は 躯 申 され､ 初 級 社 よ り指 串 能 力 が 強 くな る ｣ と

さ れ た｡

さ ら に ｢新 設 の 初 級 社 が あ り､ ま た 設 立 後 数 年 ば っ た初 級 社 に ち

新 入 社 員 が 多 い が､ 伐 存 の 初 放 社 を 中 核 と して 村 ･屯 全 体 で 高 級 社

にす る こ とが 可 能 で あ る ｣ と も さ れ た｡

こ れ らの 実 態 的 根 拠 は 明 らか に され て い な い が､ い づ れ も小 論 の

第 3緬 で 考 察 さ れ た こ と とは 全 く正 反 対 の 状 況 認 識 に 立 脚 して い る

こ と は 明 白 で あ る｡

た だ､ 相 中 的 幹 部 の 動 員 問 題 に つ い て は､ 村 や 初 級 祉 レベ ル で 党

･政 府 の 政 雄 を 理 解 し､ 実 行 能 力 を持 つ 幹 部 の 屑 が 形 成 さ れ て い な

か っ た と い う 実 態 認 識 が ベ ー ス に な っ て い る よ う で あ る｡ そ れ 故 に､

各 初 級 社 に分 散 した 幹 部 を､ 高 級 社 で は 一 つ 上 の レベ ル で あ る 行 政
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村 単 位 に 寄 せ 躯 め て､ 指 前 体 制 の 体 裁 を 生 え よ う との 方 向 が 1L!黙 さ

れ て い る の で あ る｡

しか し､ こ の よ う な 幹 部 軌 貝 の 捕 憩 を 打 ち Luし た に も関 わ らず､

当 時 は 高 級 祉 設 立 に対 す る幹 部 の 理 解 は ま だ 浅 か っ た よ う で あ る｡

例 え ば､ ←高 地 合 作 化 の 速 瓜 農 業 増 産 の 可 fJ･E性 につ い て 幹 部 の 右

傾 ･保 守 思 想 は 究 服 され て ｣ お らず､ そ の よ う な 風 潮 は ｢省 委 員 会

の 幹 部 に も存 在 す る ｣ こ とが 指 摘 され て い る｡

高 槻 合 作 化 の 速 腔 につ いて は､ 幹 部 の 中 に は ｢初 級 祉 設 立 後､ 一

定 の 時 r.ti】を お い て は じめ て 高 級 社 に移 行 で き る ｣ と言 う考 え 方 が 存

在 して お り､ そ れ は ｢社 会 主 義 改 造 の 加 速 化 に対 す る 自信 が 欠 如 し

て い る た め ｣ だ と批 判 さ れ た｡

こ の よ う に 1956年 の 1月 時 点 で は 高 級 社 の 設 立 の 指 針 が 提 起 さ 礼

た ば か りで､ ま た 省 レベ ル を 含 め た幹 部 全 休 の 忠 志 統 一 が な さ れ て

い な か っ た｡

* * *

次 に､ 高 級 社 の 設 立 が 実 際 に 開 始 さ れ た 2月 時 点 の 状 況 を 見 て み

よ う｡

黒 碕 江 日報 に 掲 載 され た 評 論 文 は 勃 利 県 の 状 況 を 踏 ま え つ つ､ 当

時 の 高 級 祉 設 立 の 問 題 点 を紹 介 して い る (註 6)｡

ま ず､ 勃 利 ,qtで は 高 級 祉 設 立 計 画 が 以 下 の よ う に決 定 さ れ た｡ 同

県 で は､ 1955年 末 ま で に初 級 社 が 500社 設 立 され て い た が､ 1956年 に

は 県 下 で 174社 の 高 級 社 の 設 立 を 計 画 し た｡ 1月 時 点 で は そ の う ち 4

0社 が 設 立 さ れ､ 触 り134社 は 播 種 準 備 作 業 と並 行 して 設 立 す る こ と

が 予 定 さ れ て い た｡

だ が､ 高 級 祉 設 立 の 時 点 で ｢思 想 教 育 が 不 十 分 で､ 階 層 毎 の 異 な

る思 想 状 況 に 対 応 した 教 育 が 実 践 さ れ て い な い ｣ とか､ ま た ｢幹 部

の 中 に は､ "大 迎 軌 の rPで は 多 少 の 問 題 は 付 き も の で あ る し､ た い

した こ と は な い " と して 指 串 を放 来 し た り､ 為 す が ま ま に 任 せ て い

る ｣ もの が い る こ と が 指 摘 さ れ た｡

特 に勃 利 爪 で は ｢満 級 祉 設 立 の 具 体 的 内 容'につ い て の 宣 伝 が 不 十

b'･')2

分 ｣ な た め､ ｢区 幹 部 は､ 村 で 高 級 祉 設 立 が 決 定 され た らす べ て 完

成 し た と考 え､ 祝 f-1会､ 報 告 会､ 全 卵 祝 fl大 会 の 準 備 に奔 走 して い

る ｣ こ と が 指 摘 さ れ た｡

こ こ に､ 幹 部 の r大 過 軌 ｣ に対 す る 認 識 の 碓 度 が 如 実 に 表 現 さ れ

て い る が､ 高 級 社 の 設 立 に実 際 に 岩 手 さ れ て か ら も幹 部 の 実 際 上 の

指 串 放 棄 が あ り､ J'i3豪 に 高 級 社 の 設 立 意 図 が 理 解 さ れ て い な か っ た

こ と が 掲 呈 さ れ て い る の で あ る｡

そ して､ 末 端 の 規 場 で は ｢生 産 手 段 の 共 有 化 の 範 囲 が 不 明 確 で､

役 畜 の 日 収 価 格 が 高 す ぎ た り低 す ぎ た りす る､ ま た 老 朗 役 畜 を 排 斥

した り して い る ｣ と か､ ｢冶l級 祉 設 立 と生 俺清 軌 (描 純 準 備 作 業 )

が 結 合 さ れ す､ 応 小 Pliの 経 営 管 理 組 織 も 肺 立 さ れ て い な い ｣ と言 う

問 題 点 が 指 摘 さ れ た.

ま た､ 勃 利 /Q で は ｢役 畜 の 共 有 化 の 隙 に､ 鵜 1百月に 3元 と言 う 低

い価 格 を つ け た り､ !.托与件l共 布 化 し た り して い る似 合 も あ り､ 良 民 の

心 理 が 不 安 定 に な っ て い る｡ ま た､ 共 有 化 津 金 の 徴 収 に つ いて も､

貧 農 を 含 め て 均 等 に 虫 い 出 資 負 担 を課 して い る ｣ 状 況 が あ っ た｡

前 節 B ) 項 で 整 理 した よ う に､ 生 産 手 段 の 共 有 化 の 範 囲 や 方 法

が､ 一 見 詳 細 に 規 定 さ れ て い て も､ 実 際 に は そ の 実 ,ILEへ の 通 用 の 隙

には 問 題 が 多 か っ た の で あ る｡ 例 え ば､ 作 業 能 力 の 劣 っ た 役 畜 の 排

斥 問 題 は 初 級 社 の 場 合 と変 わ っ て い な い し､ 買 収 価 格 自体 も表 12I

旦 で は ｢平 年 の 市 場 価 格 ｣ で 買 収 す る と さ れ て い て も､ 人 為 的 に 歪

め られ て い た｡ ま た､ す で に 指 摘 した よ う に ｢貧 農 ｣ の 資 金 負 担 問

題 も 発 生 して い た の で あ る｡

さ らに､ こ の 時 州 の 高 級 祉 設 立 は お ざ な りな 生 産 手 段 の 共 有 化 で

す べ て 終 わ っ て しま い､ そ こ で の 生 産 管 理 体 制 の 確 立 は 進 展 して お

らず､ ま た 幹 部 の 相 弔 放 来 状 tLiが 発 生 して い た の で あ る｡

こ の こ と を 受 け て､ 岡 津 料 は 次 の よ う な 提 起 を して い る｡

高 級 祉 設 立 とは､ 腿 民 が 高 級 祉 加 入 を 中富汚した だ け で 終 わ る も･

の で は な く､
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① 社 員 を 確 定 し､ 幹 部 を 選 出 し､ 機 梢 を 碓 立 す る こ と､

② 排他､ 役 畜､ 戯 只 の 共 有 化 が 合 理 的 に 解 決 さ れ る こ と､

③ 生 産 組 織 を 確 立 し､ 初 歩 的 な 生 産 計画 と経 営 管 理 制度 を 確 立

して､ 秩 序 正 し く生 産 括 動 を 進 め る こ と､

が 必 -姿 で あ る こ と を 幹 部 に 徹 底 さ せ る 必 姿 が あ る｡

* * *
最 後 に､ 高 級 祉 設 立 後 の 問 題 点 を 概 観 す る が､ そ れ らは 初 級 社 の

考 察 で 確 認 さ れ た 描j腿 点 と ほ ぼ 一 致 して い た (617)｡

つ ま り ･･･-

福 娘 礼 の 社 員 は､ 労 働 Elを 多 く稼 ぐ こ と だ け 追 求 して 作 業 の 5才

を 無代視 して い る｡

幹 部 も 社 員 の LLl勤 率 や う わ べ の 作 業 進 度 だ け を 通 lJRす る こ と に

没 頭 して い る｡ ま た､ 幹 部 自 身 が 珊 瑚 に Luて 作 業 に 従 即 した り近

摺 調 査 す る こ とが な い｡

と い う も の で あ っ た｡ そ れ に対 して ･･･

思 想 教 育 を 叔 化 す る ば か りで な く､ 各 作 業 の 実 施 に つ い て 厳 格

な 生 産 検 査 制 度 を 確 立 す る こ と｡

高 級 社 に 監 察 委 員 会 を 設 置 して､ 各 社 員 が 労 働 規 律 や 管 理 制 度､

さ ら に 管 理 委 員 会 の 指 導 や 社 員 大 会 の 決 定 を 忠 実 に 遵 守 .実 行 し

て い る か を チ ェ ッ ク す る｡

生 産 に従 が しな い幹 部 は､ 労 働 時 間 の 80% 以 上 を 風 域 に 出 て､

自 ら作 業 過 程 を 調 査 し､ 毎 日 の 各 生 産 隊､ 各 生 産 組､ 各 社 員 の 労

働 状 況 を 検 査 す る｡ こ う し て､ 生 産 隊 fH｣の 労 働 日計 罪 が 不 均 等 で

な い か チ ェ ッ ク す る｡

各 社 員 の 晦 日 の 作 業 に つ い て 生 産 隊 長 と 生 産 組 長 が 検 査 し､ 彼

ら の 許 可 を 得 て は じめ て､ 労 働 日 を 記 帳 す る｡
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生 産 隊 は 作 業 開 始 前 に､ 作 業 の 内 容 と質 的 嬰 求 を 明 確 に 割 り 当

て て､ 生 産 組 で は 空 き 時 J問を 利 用 して 珊 瑚 会 報 を 開 催 して､ 生 産

の 質 を 検 査 す る｡

こ れ ら の 労 働 管 理 の 実 行 体 制 の 確 立 の 間 脳 は､ 初 級 社 で も存 在 し

て い た も の で あ っ た｡ た だ､ 高 級 社 は 組 織 の 親 機 が 初 級 社 よ り も 大

き く､ 行 政 村 を 単 位 と し て 設 立 さ れ､ そ の 下 に 生 産 隊 と さ ら に 作 業

組 が 組 織 さ れ る の で､ 管 理 の レベ ル は 初 級 社 よ り も 一 段 階 増 え て い

る｡ こ の 具 体 的 状 況 は 次 章 以 降 で 考 察 さ れ る が､ 高 級 祉 設 立 に 対 す

る55年 末 あ る い は 1月 時 点 の 極 め て 楽 観 的 な 展 望 と は TTrJi腺 に､ 設 立

後 の 高 級 礼 は 初 級 祉 同 様 の 鵜 多 の FHj腿 を 抱 え 込 む こ と に な っ た の で

あ る｡

弟 3節 本 帝 の ま と め

本 章 で は､ 高 級 礼 の 制 度 的 問 題 と､ 設 立 過 程 の ltu脳 点 を､ 1956年

当 時 の 黒 屯 江 省 の 政 錦 文 献 を 中 心 に検 討 した｡ こ こ で は 各 節 お よ び

項 目 の 要 点 を 整 理 す る が､ そ れ は あ く ま で も 高 級 祉 設 立 動 向 に 関 す

る 一 般 的 叙 述 か ら､ と り あ え ず 推 論 し た に過 ぎず､ 従 っ て､ よ り具

体 的 な 検 討 は 次 章 以 降 に 詣 る こ と に な る｡

A ) 初 班 礼 の ｢全 面 的 合 作 化 ｣ の 放 棄 か ら全 面 的 高 級 合 作 化 へ の

転 換

高 級 社 の 設 立 は 早 くは 1951年 か ら実 験 が 開 始 さ れ て い た カ1. 1955

年 末 に な る と､ こ の 突 崩 を 基 礎 とす る よ り も､ 初 級 社 の ｢全 面 的 合

作 化 ｣ の "出 直 し" を 破 棄 し､ 急 漁､ 高 級 社 の 全 面 的 設 立 に 転 換 す

る 形 で 提 起､ 方 針 化 さ れ た｡

そ こ で は､ 生 産 手 段 の 共 有 化 -一 排 他 の 無目rt共 有 化 と役 畜 な ど の

有 旧 共 有 化 -- の 方 法 を 巡 っ て､ 実 験 過 程 で の 試 行 錯 誤 を 総 括 しっ･

っ 提 起 して い る｡ そ して､ 1956年 の 春 季 に 全 面 的 な 高 級 杜 の 設 立 =

高 級 合 作 化 を JuC本 的 に 完 成 す る 方 針 が 捉 起 さ れ た○
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稀 級 合 作 化 の 推 進 方 法 につ い て は､ 実 験 の 総 括 か らは IJJ級 礼 の 設

立 と 数 年 の 絵 笛 の 経 験 を 前 提 にす る こ と が 望 ま し い と ぎれ た が､ 実

際 に は､ 互 助 組､ 個 別 戯 家 を 問 わ ず､ 商 機 社 に純 絹 す る こ と に TEjl題

は な い と され た｡ こ れ が､ 高 級 合 作 化 が 政 治 的 に 親 行 さ れ た こ と を

崩 も船 中 的 に 表 現 して い る｡

B)排 地 の ,1き!Hn共 有 化 と役 畜 有 Lft共 有 化

生 産 手 段 の 共 有 化 につ いて は､ 1955年 末 と 56年 2月 に省 レベ ル で

提 起 され た｡ 実 名兵の 総 rEiか らは､ 初 紋 礼 を 11rJHRと した 切 合 に､ 生 産

の 発 展 と社 員 の 所 柑 増 加 が 生 産 手 段 の r所 有 観 念 の 希 孫 化 ｣ を 促 し､

共 有 化 に伴 う 抑 留 は 如 くな る と さ れ た｡ しか し､ 実 際 に は 互 助 組､

個 別 LL!家 を 含 め た共 有 化 が 捉 起 さ れ た た め､ そ れ を 正 当 化 す る 別 の

論 理 が )足起 さ れ た｡

排 他 の 共 イ了化 に つ い て は､ 邦 1に､ 実 願 の 総 括 か らlj日iJf共 有 化 を

す る と､ 日 収 玲 金 を社 員 に均 等 に 負 担 さ せ る 機 合 に介 凶 出 家 の 負 担

が 過 大 に な る こ とが 理 由 と さ れ､ 第 2に､ 洪 積 江 省 で は 耕 地 が 広 く､

耕 地 の 価 値 が 低 い こ とか ら無 Jf(共 有 化 して も 大 した 問 題 で は な い こ

と も 理 由 と さ れ た｡

耕 地 の 共 有 化 は､ そ の 所 有 権 と利 用 を 高 級 社 に統 一 的 に 帰 屈 さ せ

る こ と を 原 則 に 処 理 され､ 耕地 の 貸 伯､ 所 有 者 の 他 出 =不 在 地 主 化

を 廃 絶 す る こ とが El指 さ れ た. こ の こ と は､ 排 他 所 有 の 面 か らB 家

の 地 域 間 移 動 を 制 限 す る､ 言 い換 え れ ば 耕 地 所 有 者 を 在 村 させ る こ

と を 前 提 に共 有 化 しそ の ま ま 高 級 社 の 労 働 力 と して 取 り込 む こ と が

意 図 さ れ た の で あ る｡ こ の こ とは 従 来 の 戯 村 の 人 口 移 動 に と っ て 大

き な 変 化 を 意 味 す る もの で あ っ た｡

そ の 他 の 生 産 手 段､ 特 に役 畜 に つ い て は 有 Ift共 有 化 す る こ と が 捉

起 さ れ た｡

そ こ で IlrSl腿 と な る の は 買 収 資 金 の 調 達 方 法 で あ る が､ そ れ は 基 奉

的 に 高 級 社 に 加 入 す る社 員 ≒ 男 子 労 働 力 に均 等 負 担 さ せ る こ と､ 不

足 分 を 高 級 礼 の r公 411金 ｣ か ら支 山 す る こ と こ と と さ れ た｡

ら7ら

しか し､ そ こ で は 役 石 の 所 J3-評 価 紙 が 低 く､ ま た 負 担 (拒力 の .QF:い

貧 困 農 家 が 加 入 後 も 負 例 に苦 しむ 可 能 性 が 指 摘 さ れ たC 制 度 的 に は､

そ の よ う な 世 相 の 津 金 負 担 に 減 免 措 置 が 設 け られ て い た が､ 実 験 の

総 括 か らは 減 免 措 定 の 採 用 は 高 奴 社 の ｢公 椛 金 ｣ か らの 支 LLiを 増 大

し､ 究 極 的 に は 社 員 へ の Lu役 報 酬 分 配 を 圧 迫 す る と い う ジ レ ン マ の

存 在 が 指 摘 さ れ た｡

こ こ で は､ 実 額 例 と制 度 か らの 考 察 に 限 られ た が､ 初 級 社 に お け

る加 入 時 点 の 生 産 投 汚 溝 金 の 出 賛 負 担 の 場 合 と同 じ性 格 の 問 題 が､

高 級 礼 の 設 立 時 点 で も存 在 して い た の で あ る (節 4編 第 11帝 節

3節 8 ) C ) 項 参 照 )｡

C)高 級 祉 設 立 後 の 経 営 管 理 の 混 乱

す で に 整 理 した よ う に､ 政 治 的 理 由 で 急 過 F娼始 さ れ た 高 級 合 作 化

は､ そ の 誠 立 退 棺 で も初 級 礼 の 設 立 過 程 と同 様 の rHj腿 -JEt村 の 幹 部

及 び 般 家 の 軌 日 間 RLi- を 抱 え る こ と に な っ た｡

そ こ で は､ 高 級 礼 の 設 立 が 実 際 に は 全 段 家 を そ こ に 加 入 させ る こ

と と生 産 手 段 の 共 有 化 を 強 行 す る こ とで 終 わ っ て しま い､ そ の 後 の

生 産 体 制 が 確 立 され ず 作 業 の 混 乱 が 発 生 して い る こ と が 指 摘 さ れ た｡

幹 部 の 聞 出 は 省､ 県､ 区 に ま で 及 び 高 級 社 の 生 産 体 制 作 りを 実 質

的 に 放 棄 す る 傾 向 が 存 在 して い た｡

ま た､ 生 産 手 段 の 共 有 化､ 特 に役 畜 の 有 Jr(共 有 化 の 過 程 で は､ 買

収 価 格 の 主 観 的 決 定 や 買 収 貸 金 の 負 担 に よ る 鎗 困 腿 家 の 家 計 圧 迫 の

問 題 が 生 じて い た｡

* * *
こ の よ う に､ 高 級 社 の 設 立 前 後 の rHJBi点 は､ 初級 社 の 問 題 点 や 籍

1節 の 制 度 的 考 窮 で 指 摘 され たruJ腿 とほ ぼ 同 じで あ っ た が､ 実 際 に

は 高 級 社 は 生 産 手 段 の 共 有 化､ 行 政 村 LLi位 で の 組 純 化､ こ れ ま で 触

れ る こ と の 無モカ,っ た 特 徴 が あ り､ 以 下 で は こ の 点 を ざ らに 立 ち 入 っ

て 考 察 す る こ と とす る｡
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証 1: 以 下 も､ r中 共 親 権 江 省 委 員 会 l対於 試 桝柘 抜 出 業 生 産

合 作 社 的 初 歩 経 絡 ｣, 黒 滝 江 日報 1955年 12月 29日. に よ る

註 2: 以 下 は､ ｢高 級 祉 建 社 中経 済 間 脳 的 処 理 (上 ) (中 ) (

下 ) ｣, 盟 屯 江 日 報 1956年 2月 28El, 29日, 3n l日. に よ る｡ 去

12- 2か ら表 12-5も 同 じ.

註 3: ｢中 央 IAJ於 在 農 業 生 産 合 作 祉拡 大 合 併 和 昇 級 中 有 閑 生 産

資 料 的 若 干 閲 腿 的 処 理 邪 法 的 規 定 1956年 3月 5E]J, 国 家 戯 業

委 員 会 釈 公 庁 編 『戯 葉 虫 休 化 虫 賓 文 件 免 編 (上 冊)』, 中 共 中 央

党 校 出 版 社, 1981年, pp539-541.)

註 4: 『娘 屯 江 出 発 合 作 史 』 p252

註 5: 以 下 は､ ｢欧 似 欽 鮎 在 社 会 主 我 高 潮 前 乱 為 在 黒 海 江

省 建 設 繁 栄 幸 福 的 新 戯 村 而 懲 嗣 - 1956年 1月 24日 在 中 共 黒 屯 江 省 委

員 会 弟 二 次 LBi村 工 作 会 誠 上 的 報 告 - ｣, 架 屯江 日報 1956年 2月 23日

に よ る｡

証 6ニ 以 下 は､ r評 論 一必 須 保 証 福 娘 社 的 娃 祉 質 血 ｣ ｢克 服 白

油 情 緒 保 証 高 級 祉 質 ia 中 共 勃 利 県 委 員 会 副 13 記 周 崇 仁 ｣, 黒

竜 江 日報 1956年 2月 10乱 に よ る｡

註 7: 以 下 は､ ｢祉 論 一 必 穎 重 視 虚 業 生 産 合 作 社 的 生 産 質 鼠 ｣

黒 海 江 E]報 1956年 5月 7日. に よ る｡
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節 13帝 訂占級 礼 の 作 業､ 経 営 竹雌 制 JA:と JL搾 隙

前 章 で 高 級 祉 設 立 過 程 で 生 じた 問 題 点 の 概 安 に 触 れ た｡ 本 章 と 次

章 第 14章 で は､ 高 級 社 の 腿 作 業､ 経 営 純 絹 を 主 に模 範 串 例 か ら考

察 す る｡

高 級 社 は 行 政 村 中 位 で 設 立 され､ 村 内 全 休 の 年 目jlの 生 産, 経 営 の

管 理 を行 い､ ま た そ の 下 に生 産 隊 が 旧 初 級 礼 や 自 然 村 (屯 )単 位 に

設 置 さ れ て､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 指 導 の 下 で 作 業､ 経 営 管 理 を 請 け

負 っ て い る (*)｡

*:1956年 に 射 稚 江 省 で は 高 級 祉 設 立 と同 帖 に､ ｢区 政 郷 ｣ あ

る い は r併 村 画 郷 ｣ と い う 行 政 組 稲 の 改 変 が 行 わ れ た｡ そ の 際､

従 来 の 行 政 村 の 幹 部 の 多 くは 高 級 礼 や 郷 に 舛 辞jJL､ 残 さ れ た 村 長

は 行 政 部 務 の み に 従 那 し､ 食 税 門 付 け な ど大 規 模 な 行 政 部 務 は 編

級 礼 に 移 管 処 理 さ れ る こ と に な っ た｡ 本 車 で 同 級 社 が 行 政 村 iti位

で 設 立 さ れ た と い う の は こ う した行 政 地 相 の 改 変 を 背 員 と し た ち

の で あ る こ と を こ こ で 断 わ っ て お く (『黒 竜 江 虚 業 合 作 史 』, pp

257- 258.参 照 )｡

初 級 社 で も 管 理 委 員 会 - 生 産 隊 と言 う 体 制 に な っ て い る が､ 高 級

社 で は 組 織 規 模 が 複 数 の 自然 村 に 跨 り､ 規 棟 が 大 き い の で､ 農 業 生

産 を 巡 り社 員 =生 産 隊 員､ 生 産 隊､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 三 者 の 間 の

利 害 調 整 は 複 雑 に な らざ る を得 な い｡

そ こ で､ 本 帝 で は ます 生 産 隊 の 管 理 制 度 と実 際 に注 目 し､ よ り具

体 的 な 労 働 組 紙､ 生 産 手 段 の 利 用 問 題 な どは 次 帝 に譲 る｡

本 章 の 構 成 を 概 観 す る な らば､ 双 城 県 幸 福 郷 の 慶 城 高 級 社 の 事

例 か ら､ 第 1節 で は､ 高 級 社 に お け る 生 産 隊 の 戊 作 業､ 経 営 管 理 の

基 本 的 方 法､ 約 2節 で は､ 作 業 の 割 り 当 て お よ び 質 の 評 価 の 制 度 状

況 を､ そ れ ぞ れ 独 立 した 節 に 分 け て 考 察 す る｡ 同 節 の La後 に 制 度 の

普 及 が 実 際 に ど の 様 に行 わ れ た の か を も 併 せ て 考 察 す る｡ ま た､ 第

3節 で は､ 高 級 社 の 作 業､ 経 営 管 理 を 巡 るJtiJ腿 点､ 特 に生 産 隊 閲 の
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･･.;.･:
利 畜 対 立 rglA封を 考 究亨す る｡

* * *
本 章 の 考 察 に 先 だ っ て､ 双 城 県 の 慶 城 高 級 社 の 邸 例 か ら､ 高 級 社

の 全 休 的 な 組 織 状 況 を 概 観 して お こ う (註 1 )｡ た だ､ こ こ で 紹 介

す る 組 織 状 況 は､ 1956年 に設 立 さ れ た 当 該 稲 城 社 が､ 翌 1957年 に iLl

織 整 備 を 行 っ た 際 の もの で あ る (辛 )｡

*:巣 苛 江 省 で は 1956年 に大 東 に 設 立 さ れ た 高 槻 礼 の 大 部 分 が

混 乱 し不 安 定 で あ っ た た め､ 1957年 番 に は 省 全 体 で 高 級 祉 組 稲 の

｢整 頓 ｣ =経 笛管 理 制 度 の 整 備 と そ の 徹 底 が 行 わ れ た｡ こ の 慶 城

同 級 礼 は 特 に経 営 管 理 制 度 整 備 の 模 範 的 rjt例 と して 宣 伝 に 供 さ れ

た も の で あ る (『対 屯 江 戯 菜 合 作 史 』pp273-277.参 照 )｡

まず､ 福 級 社 に は 芯 級 祉 g.理 委 員 会 が 設 虻 さ れ る｡ そ の 内 諾t;機 構

は 図 13- 1の 通 りで あ る｡

管 理 委 員 会 に は､ 高 級 祉 主 任 を 頭 に 19名 の 管 理 委 員 が お り､ 生 産

隊 長 な ど か らな る 一 般 の 委 員 と､ 図 示 した よ う な 特 別 の 業 務 員 任 を

負 う 専 門 委 員 とが あ る｡

そ の 他､ 管 理 委 員 会 内 部 に は､ 高 級 祉 主 任 が 統 括 す る 各 種 小 委 員

会 が 置 か れ､ そ れ は 各 々 の 領 域 の ｢集 団 的 な 指 苛 と業 務 分 担 を 行 い､

各 種 の Jtu題 は 高 級 祉 主 任 が 関 係 す る管 理 委 員 と と も に 小 委 員 会 の 中

で 検 討 す る ｣ と され た｡

ま た､ ｢東 軍 な 閲 腿 は そ の 性 格 を考 慮 して 管 理 委 員 会 全 体 か 社 員

大 会 で 決 定 す る ｣｡ そ して､ そ れ らの 決 定 耶 項 は 各 生 産 ほ に下 達､

徹 底 さ れ る｡

各 委 員 の 日梢 的 な 描 軌 は､ そ れ ぞ れ の 業 務 分 担 に した が っ て､ ｢

社 内 で 意 識 的 に 桐 人 .青 年 ･役 畜 飼 育 ･物 品 保 管 な ど各 方 面 に わ た

る優 秀 な 典 型 gI例 を 育 成 す る ｣｡ ま た､ ｢幹 部 は 自 ら虫 点 の 育 成､

経 願 の 総 括､ 生.産 隊 長 会 議 の 利 用､ 実 地 見 臥 専 門 家 会 議 な ど の 機

会 を 作 っ て こ れ らを 普 及 して ゆ く ｣ こ とが 孤 務 づ け られ て い る｡

図13-1 高級社の組織体制

(双城県､座城高級祉ー1957年)

高級祉管理委員会

管理委員日9)

内訳 ;

高級社社月大食

うー一一一一一一一J誠決部項の拙某

高級祉主任 日) 一般委員 【6) 労働報酬委只川

' 農業委只=) 畜産委員日)I
財務委員(3)

生産隊隊長会議

①各生産隊長によ

り用成される
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651-b

lLJll.{

行政的業務

(戸m管理

民部紛争解決)

高級祉主任に

よる直は措辞

?.i:帖弧r人】の数字は､各スタッフの定員数｡

染料 :｢中共,rA相江省委貝会劇 寸工作部､双城9Tt委員会農村工作部､幸福郷総支部

葬貝会 迎合工作組 発軌全体田ILfJ生産人fl対AJ肘乍弱腰自讃,双城慶城農業祉

組立即 上田lI,r1度 ｣,弧砥江El報1957年3月25日･

..=
‥-
-
･1-
--1
.-
H-
‖｣｢



68-/

次 に生 産 隊 の 組 織 状 況 で あ る が､ 生 産 腸 に は 生 産 隊 業 務 会 吉指が 設

立 さ れ､ 図 示 し た よ う に 生 産 隊 長 と そ の 下 の 作 男 組 を は じめ と して､

専 門 的 業 務 を 分 担 す る ス タ ッ フ が そ の 隅 成 員 とな っ て い る｡

生 産 隊 業 務 会 三歳の 機 能 は､ 高 扱 祉 管 理 委 員 会 か ら生 産 隊 長 食 言茂杏

通 じて 下 通 さ れ た､ 各 棟 の 引由 や ノ ル マ の 枠 内 で 州 別 作 業 aJ両 日)釈

語 は ｢小 段 生 産 計 画 ｣ ) や 必 要 な 生 産 梓 川 支 LLi計 歯 (財 務 支 出 計 画)

な ど の 作 業 組 織 で あ る生 産 組 の 作 業 編 成 にJ対わ る 企 画 と調 整 を 行 う

こ と で あ る｡ そ して､ そ れ らは 生 産 隊 の 隊 員 大 会 の 言遜決 を 待 っ て 執

行 さ れ る｡

そ の 他､ 高 級 祉 管 理 褒 貝 会 の 下 に は､ "老 JSt= ?.巧Ln家 " に よ っ て

担 わ れ る 各 生 産 組 の 技 術 斬 It!)を組 約 した､ 両 級 社 の 技 術 郁 IEiJ委 員 会

が 設 立 さ れ る｡

ま た､ 利二内 に は_lTiJrt生 産 隊 を 設 立 し､ 各 生 産=一隊 に は jTi点 生 産 組 を

設 立 す る｡ ｢血 点 生 産 随 は 合 作 祉 主 任 と ‡ヱ支 部 日記 が Ti任 を も っ て

育 成 し､ 虫 点 生 産 組 は 生 産 隊 長 が idi任 を も っ て 育 成 す る｡ FI1億 分 子

は 生 産 隊 長 と生 産 組 長 が 共 同 で 育 成 す る ｣ と さ れ た が､ こ の 重 点 組

織 は､ 一 つ の 模 範 例 を育 成 して､ そ れ らの 経 韻 を 他 の 生 産 隊 や 生 産

組 に 普 及 さ せ る と言 う､ 初 級 社 設 立 期 に設 立 さ れ た ｢互 助 合 作 網 ｣

に類 似 し た も の と思 わ れ る｡

ま た､ 戸 WL!管 理 や 民 事 紛 争 の 処 理 な ど は､ 高 級 社 と は 別 に従 来 か

らあ る行 政 村 の 村 長 が 継 続 して 分 担 す る よ う に さ れ た｡

以 上 の よ う な 組 織 休 制 が 設 立 さ れ る 中 で ･J!TtJai調 さ れ た の は､ 次 の 2

点 で あ る｡

第 1は､ 高 紋 社 の 管 理 委 員 を､ 出 来 る 限 り通 常 の 生 産 括 軌 に 参 加

さ せ､ 生 産 指 導 能 力 を高 め る 自 己 訓 練 の 時 間 を 多 く割 く よ う に 提 唱

さ れ た 点 で あ る｡

特 に､ ｢高 級 祉 主 任 や 党 支 部 書 記 は 80% の 時 間 を 使 っ て 生 産 日東 ･

生 産 組 あ る い は 閉 場 に 入 っ て､ 生 産 に 参 加 しつ つ 生 産 を 指 導 す る こ

と を ｣ が 提 唱 さ れ た｡

第 2点 は､ 生 産 隊 で 業 務 会 議 を 設 立 して､ 塊 団 指 村 体 制 を 確 立 し
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よ う と し た 点 で あ る｡

そ の 利 点 と して は､ ｢上 下 間 の 意 志 疎 通 を 促 進 し､ 隊 員 の 意 見 や

要 求 を 反 映 さ せ て 生 産 隊 長 が そ れ を認 識 し､ 随 時 解 決 で き る ｣ よ う

に す る こ と｡ ｢生 産 隊 内 部 の 虫 斐 な 問 題 の 処 理 に つ い て､ 事 前 に 十

分 な 検 討 が で き､ い き な り隊 員 大 会 に 提 起 す る こ とで 生 じる紛 糾 や

隊 長 が 一 喝 して 過 して し ま う こ と を 回 避 で き る ｣ こ と｡ ｢集 団 の 英

知 を 発 押 で き､ 各 方 面 に 日が 届 き､ 正 確 な 処 理 が で き る｡ ま た､ 生

産 隊 長 に よ る 代 行 主 我 や 主 観 的 決 定 を 回 避 で き る ｣ こ とな どが 挙 げ

られ て い る｡

こ の よ う に､ 高 級 社 で は､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 (行 政 村 レベ ル に 設

置 ) が 経 営 単 位 とな り､ 生 産 隊 (自然 村 レベ ル に 設 FL) は 生 産 謂 負

単 位 とな り､ そ の 下 に は 生 産 組 (作 業 組 織 111位 )､ さ らに 第 2節 で

見 る よ う に作 業 小 紙 (組 作 業 単 位 )な ど が 設 檻 さ れ る､ 4段 階 の 礼l

織 体 fb叫が 作 られ て い た｡

高 班 祉 管 理 委 員 会 と生 産 隊 業 務 会 報 で は､ そ れ ぞ れ 噂 門 分 化 した

ス タ ッ フ が､ 偶 成 貝 の 中 か ら抜 擢 され て お り､ 内 部 の 意 志 決 定 過 程

で は､ 管 理 委 員 会 で は 各 小 委 員 会 に よ る専 門 家 に よ る 指 導 が､ 生 産

隊 で は 業 務 会 議 捕 成 員 に よ る集 B]指 串 が 中 心 に お か れ た｡ 両 者 の 関

係 は､ 全 般 的 な 管 理 面 で は､ 生 産 隊 長 金 言茂が､ 技 術 面 で は 技 術 顧 問

委 員 会 が､ 管 理 委 員 会 と生 産 隊 の 悩jを つ な (･パ イ プ と な っ て い た｡

こ の よ う に､ 専 門 ス タ ッ フ 間 の 分 業 と瓜 柊 的 決 定 過 程 で の 協 力､

相 互 チ ェ ッ ク 機 能 を 発 押 さ せ る た め の 組 織 体 制 も､ 管 理 委 員 が 日 常

的 に 生 産 規 域 に 赴 い て 自 己 研 修 を 税 む こ と と､ 業 務 会 報 に よ っ て 生

産 隊 長 の 独 断 先 行 を 制 御 す る こ と に よ っ て､ は じめ て この 機 構 が 十

全 に 機 能 す る こ とが 示 さ れ て い る｡

た だ､ こ れ らは あ くま で も組 織 体 制 の 概 況 を 示 した に過 ぎ な い か

ら､ 以 下 で は､ Jqfjを 迫 っ て 管 理 委 員 会､ 生 産 隊 お よ び 生 産 弧 作 業

小 組 の 問 に定 め られ た､ 生 産 計 画 や ノル マ の 決 定､ 下 達､ 執 行 状 況

の 検 査 制 度 を 順 次 考 察 す る こ と とす る｡

_日日ヨ
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第 1節 ノ ル マ管 理 .労 働 評 ILniを巡 る 筒 納 札 と生 産 ほ の もら本 的 I対

係

本 節 で は 引 続 き慶 城 高 級 社 の 1956年 の 状 況 か ら､ 高 級 社 の ノ ル マ

管 理 お よ び 労 働 評 価 の 基 本 的 制 度 - ｢四 包 ｣ 制 度 - を 考 察 す る (言1

2 )｡ こ の 点 は､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 と生 産 ほ との 制 艦 上 の 益 本 的 I対

係 で 核 心 を な して い る｡

廃 城 高 地 社 で は 1956年 に は ｢包 エ J ｢包 産 ｣制 度 一作 業､ 生 産 高

ノル マ 請 負 制 腔 -が 採 用 され た が､ ｢生 産 隊 の 生 産 に 対 す るIAJ心 腔

や 預 任 感 が 強 化 さ れ た も の の､ 生 産 休 内 部 の 社 員 は 自分 の や っ た 怖l

場 作 業 の flに つ い て は tXJJ山が 蒲 い ｣ と言 う f糊腿 が 発 生 した｡ そ こ で､

以 下 で 説 りjす る ｢四 包 ｣ が 1957年 に実 施 さ れ て､ ｢生 産 任 務､ 労 働

投 入 瓜 役 畜 の 飼 育 ･利 用､ 戯 具 の 保 管 .利jTlの 全 て につ い て､ 生

産 陳 あ る い は 個 人 が 11位-を も つ よ う に な っ た ｣ と言 う (註 3)｡ こ

の 作 東 の 田 の 管 理 制 度 に つ い て は､ )欠節 で 考 娯 す る 机 ｢四 包 ｣ 制

度 は､ 生 産 隊 あ る い は 生 産 隊 員 の ノル マ 速 成 意 欲 を刺 激 す る効 果 を

も た ら し得 る も の と して 採 用 さ れ た の で あ る｡

こ の こ と を 押 さ え た上 で､ 以 下 に こ の ｢四 包 ｣ 制 度 の 内 容 を 考 察

しよ う｡

こ の ｢四 包 ｣ (4つ の 請 け 負 い ) と は､ ｢包 エ ｣ (作 業 進 行 ノ ル

マ 謂 け 負 い )､ ｢包 産 ｣ (増 産 立 ノル マ 謂 け 負 い )､ r包 財 務 ｣ (

費 用 支 出 計 画 請 け 負 い )､ そ して ｢包 桝 畜 ｣ (役 畜 使 役､ 飼 育 ノ ル

マ請 け 負 い ) の 4つ を指 して い る (以 下 で は､ い づ れ も原 語 を 用 い

る )｡ そ して･ 各 々 に は ノル マ と そ の 速 成 状 桝=こ応 じた 労 働 点 数 の

配 分 方 法 が セ ッ トに な っ て い る｡

A ) ｢包 工 ｣ 制 度 -作 業 進 行 ノ ル マ の 詞 け 負 い

ま す､ ｢包 工 ｣制 度 で あ る が､ こ の 作 業 ノ ル マ 請 け 負 い を 採 用 す

る作 業 は､ ｢全 て の 主 要 な 農 作 業 と作 業 詞 負 に有 利 な 副 業 生 産 労 働

が 含 ま れ る ｣ と さ れ､ ｢通 年 の 作 業 謂 け 負 い を適 応 で き な い馴 寺的

副 業 労 働 や JBi作 業 に つ い て は､ 通 年 の 作 業 ImCナ負 い稲 馴 こ含 め ず､
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各 作 業 季 節 晦 に 季 節 的 及 び 幽i時 的 作 業 言i7負 制 度 を 行 う ｣ と 言 う｡ さ

らに､ ｢社 員 の 個 人 的 労 働 や 高 紐 社 の 義 務 労 働 に つ い て は 作 業 謂 け

負 い に含 め な い J｡

つ ま り､ 謂 け 負 う 作 業 の 内 容 は､ 主 賓 な 腿 作 業 お よ び 副 業 作 業 の

通 年 謂 凸 と臨 時 的 作 菜 の 季 節 詞 け 負 い の 2相 郊 あ る が､ こ こ で は 通

常 の 戯 作 業 を 巡 る 制 LA'状 況 を 考 察 す る｡

各 生 産 隊 へ の 作 業 の 割 当 は､ ｢高 級 礼 の 作 業 巡 行計画 に そ っ て､

作 業 の 種 類 と そ の 必 斐 総 労 働 血 の 審 査 を 行 っ た 上 で ｣ 行 わ れ る が､

そ の 手 順 は 以 下 の 通 りで あ る｡ ます､ ｢全 て の Jil作 業 を 5等 級 に 分

類 し､ 労 働 報 酬 基 準 (単 価 ) を決 定 し､ 戯 作 実 の 性 格 に応 じて 作 業

謂 負 の 範 囲 を 決 定 す る ｣｡ 次 に､ ｢作 業 謂 け 負 い の 範 凶 に 含 ま れ る

各 種 JEi作 業 の 必 要 総 労 働 員 と等 級 別 の 報 酬 基 畔 に 照 ら して､ 各 生 産

隊 の 作 業 謂 角皿 を TT-Lu J L､ これ が ｢必 lgiT労 働 の 点 数 総 称 ｣ と して

生 産 隊 に 下 通 さ れ る｡ こ れ を､ 生 理 す る と･--

必 要 労 働 の 点 数 総 称 =作 業 等 級 別 必 要 労 働 Ll (=労 働 報 酬 単 価 )

×生 産 隊 の 作 業 iit

と 言 う 式 に な る｡ 左 辺 の r必 要 労 働 の 点 数 総 称 ｣ は､ 生 産 隊 が 行

うべ き作 業 ノ ル マ と､ ノル マ を達 成 した 場 合 に生 産 隊 の 隊 員 が 取 得

で き る労 働 点 数 の 総 額 と を総 合 的 に表 現 して い る｡

右 辺 に は､ ｢包 工 ｣ 制 JRの 実 際 問 題 が 内 包 さ れ て い る｡ つ ま り､

第 1項 の 労 働 報 酬 の IIi価 の 適 用 問 題 と して は､ 次 節 で 扱 う 作 業 の 質

の 評 価 Itil題 が 存 在 す る｡ 同 じ く第 2項 は 完 成 州 眼 内 に実 行 す べ き作

業 良 (作 業 面 椀 な ど ) を示 して お り､ そ の 適 用 に 際 して は､ 第 3節

で 扱 う 各 生 産 隊 の 生 産 条 件 の 格 差 が 問 題 に な る｡

だ が､ 本 節 で は､ 引 き続 い て こ の ｢包 工 ｣ 制 度 の 紺 介 を 行 い､ 制

臆 自 身 の 問 題 点 を 考 群 す る こ と とす る｡

と も あ れ､ 上 式 の よ う に､ 作 業 ノル マ と労 働 点 数 が セ ッ トで 生 産

性 に 割 り 当 て られ る の で あ る が､ ｢生 産 隊 は 祉 Flの 労 働 報 酬 の 計 界
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の 便 利 を 考 え て､ 標 準 的 ノル マ と戯 作 紫 の 状 況 を 考 Im して よ り評 し

く具 体 的 な ノ ル マ を 設 定 で き る ｣ と言 う｡ r例 え ば､ 鵬 肥 の 耕 地 へ

の 運 搬 作 業 に つ い て は､ 高 級 社 が 下 達 し た標 準 的 ノル マ は 一 般 的 状

況 に対 応 で き る も の で しか な い た め､ 生 産 隊 は 耕地 の 遠 退 や 逆 鞘 の

整 備 状 況 に応 じて 具 体 的 な 作 業 ノル マ を 決 定 で き る. ま た､ (高 級

社 か ら割 り当 て られ た 一菅 沼 )労 働 点 数 を超 過 しな い 範 uBで､ 生 産

隊 は 臨 機 応 変 に 高 級 社 が 規 定 した 標 準 的 ノル マ を 調 整 で き る ｣ と さ

れ た｡

こ こ で は､ ノ ル マ が 基 本 的 に生 産 隊 に よ っ て 冨i7け 負 わ れ､ 生 産 隊

の 状 況 に 応 じて 多 少 の ノル マ の 変 更 が 認 め られ て は い る も の の､ 生

産 隊 の 隊 員 が 取 得 で き る ｢労 働 点 数 総 称 ｣ は､ 大 枠 で は 高 級 社 か ら

割 り 当 て られ た も の に限 界 付 け られ て い る こ とが 示 さ れ て い る｡ 従

っ て､ 一 つ の 生 産 隊 を単 位 と して 見 れ ば､ 隊 内 で の ノ ル マ の 変 更 は

叫 な る 内 部 調 丑 で しか な い (こ の シ ス テ ム に つ い て は 第 2WJ I))

項 で 詳 述 す る )｡

そ して､ 作 業 意 欲 を 刺 激 す る た め に､ 生 産 陳 の 作 業 ノル マ達 成 状

況 に応 じて､ 隊 員 の 取 得 点 数 を 調 整 す る 貰 別 制 度 が 採 用 さ れ て い る｡

そ の 内 容 を 整 理 し た の が 美13- 1で あ る が､ 生 産 隊 の ノ ル マ 執 行

状 況 に よ る生 産 隊 隊 員 の 取 得 す る 労 働 点 数 の 調 整 に は､ 大 別 して 3

通 りあ る (な お､ 表 中 の 右 端 の 図 は､ 高 城 祉 管 理 委 員 会 か ら下 達 さ

れ た ｢必 要 労 働 の 点 数 総 額 J - ノ ル マ と､ 実 際 の 労 働 iilx労 働 報 酬

単 価､ そ して 応 終 的 に隊 員 が 取 得 で き る 点 数 の 三 者 の 関 係 を示 し た

概 念 図 で あ る )｡

つ ま り､ 労 働 の 血 と して は 超 過 して も､ そ の 内 容 が 浪 群 で あ る 場

合､ 作 業 効 率 を 上 げ る こ とで 早 州 に ノ ル マ を 完 成 した 場 合､ そ して､

技 術 革 新 や 天 候 条 件 の 感 化 に よ り作 業 を 完 成 す る た め に超 過 し た 場

合､ で あ る｡

こ の 決 定 は 生 産 隊 独 自 で 行 う こ とは で きず､ す べ て 管 理 委 員 会 の

監 督 や 審 査 ･批 准 を 通 じて 行 わ れ る が､ こ こ か ら こ の ｢包 工 ｣ 制 度

の 問 題 を 検 討 し よ う｡

滋131 1 L..rhA級社の r包上 ｣砧rJ度における澱別方法
(双城少.t 慶城高級社､ Ⅰ957咋)

(古L

作業遂行状況 処理方法 生産隊隊貝の取得労働点数

基準点数 〇〇〇〇〇 一l

作業持ちなどによる 生産隊が責任をとる○ 実労働崩 ◇◇◇◇◇ ll◇◇◇
労働力の娘貿 ↓触手.汚点数 ●●●●●lllJ

労働力の合理的利用によ7労働力の前桁 当初の点数を変えず､基池 .ほ 実労働hi ◇◇◇
ー コ コ 川,.] その -_I_で計辞する ↓取T'#点数 ●●●●●
ノルマ未完成 生産隊の点取を控除 実労働h-i↓淑子7/I.(数 ◇◇◇●●●
生産陛独 白の技術改'& ､' 作凝前に一 計幽をIL!l 川 ノゝ 実労働励 ◇◇◇◇◇ ◇◇◇
革や生産内省の追加による労働投入の 出し､管理委員7=の批准を待って実施する ↓lTx得点数 ●●●●●●●●
増加 その増加分の点数はー追加加f2される○

労働投入の臨時的 作業終了後に､管理委 実労働Bt ◇◇◇◇◇ ◇◇◇
増加部分 貝会の批准を受ける.点数を追加配分する○ ↓取得点数 ●●●●● ●●●
天候条件 による 状況に応 じてノルマ 実労働虚 ◇◇◇◇◇ ◇◇◇

労働力の多投 を帽正する○帽正後のノルマで ↓帽正後11弊 @@@@@ I@@ @

染料 : ｢中共崩砲江省委員会農村工作部､双城県委員会農村工作部､幸福郷捻支

部委員会 迎合工作組 "四包"悠様倣?̀一双城歴城農業祉傾出7様子｣,,%奄江

日報1957年3月20日. による｡

I
I

.I-
･1-I,.･
#
･
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第 1の 問 題 は､ 管 理 委 員 会 に よ っ て 調 整 さ れ る の は. ｢労 働 '̂ti数｣

と言 う 高 級 社 全 体 の 年 末 の 収 益 分 配 か らの 取 り分 で あ る こ と に 発 す

る｡ 従 っ て､ 技 術 革 新 な ど に よ っ て 労 働 投 入 を 岬 や した と して も､

技 術 革 新 を 行 っ た 生 産 隊 自体 で､ あ る い は 他 の 生 産 隊 を含 む 高 級 社

全 体 で､ 天 候 そ の 他 の 原 因 で 応 終 的 に 収 血 増 加 に u,び 付 か な か っ た

場 合 に は､ ｢点 数 ｣ は 増 え て も､ 所 得 が 減 少 す る 物 合 も あ る の で あ

る｡

第 2に､ 作 業 持 ち に よ る労 働 力 の 浪 升 と､ 作 業 効 率 の 向 上 に よ る

労 働 点 数 の 節 約 の 場 合 は､ そ の 実 態 は 全 く異 な る の に､ 結 果 は 当 初

下 通 さ れ た 点 数 が そ の ま ま配 分 さ れ る こ と に は 変 わ りな い｡ そ の た

め､ こ の 1Li'別 制 度 で は作 業 効 率 の 向 上 の イ ン セ ン テ イ ヴ を 引 き Ltlせ

な い 可 能 性 が あ る こ と に な る｡

B ) r包 産 ｣ 制 Jii=一昭産 品 ノル マ の 謂 け 負 い

生 産 隊 隊 員 の 取 得 す る ｢労 働 点 数 ｣ は､ r包 産 J 制 JR に よ っ て も

変 化 す る｡ そ こ で､ 状 に ｢包 産 ｣ 制 度 に つ い て 考 察 す る｡ こ の ｢包

産｣ 制 度 とは､ 単 収 増 加 ノル マ の 謂 け 負 い 制 度 で あ り､ 最 初 に 問 題

とな る の は､ 単 収 ノル マ が ど の 様 な 水 準 で 決 定 さ れ る か で あ る｡

1957年 の 単 収 ノル マ は､ 当 年 の 高 級 社 の 目標 よ り も低 く､ 56年 の

単 収 な ど よ り も 高 く設 定 され て お り､ ｢社 員 に と っ て は､ 努 力 せ ね

ば 完 成 で き な い が､ 努 力 す れ ば 超 過 達 成 で き る 水 準 ｣ だ と さ れ た｡

つ ま り､ 以 前 の LJi収 よ りは 高 い も の の､ 高 級 社 の E]標 単 収 を 達 成 す

れ ば､ ノル マ の 超 過 達 成 とな り､ 奨 励 さ れ る と言 うの で あ る (表｣_3

二_旦 参 照 )｡ も ち ろ ん､ ノル マ に 達 しな け れ ば､ 罰 則 を 受 け る こ と

に な る｡

そ こ で､ n'別 方 法 につ い て 考 察 す る が､ rf別 方 法 に は､ 生 産 隊 全

体 の 申 収 実 紙 に よ る もの と､ 生 産 隊 内 部 の 指 村 的 部 分 の み に与 え ら

れ る も の とが あ る｡

ま す､ 前 者 は 袈 13- 3 に整 理 し た よ う な 内 容 で あ る｡ 同 表 に 見 る

よ う に､ 生 産 随 全 体 の 平 均 中 収 が ノル マ よ り､ 商 い か 低 い か で､ 超

6STr5-

栽13-2 l.''T級社の ｢包産｣制度における恥収ノルマの水準

(双城県 座城高級祉ー 1957年 )

飾収 高級祉 姓 ⊥色度⊥ 56年恥収 参考 : ｢定産 ｣基準
水雑 計画ili収 ノルマ ()955年 )

格差 一日 川0 95 92

単収 8.31 7.55 7.lT 6.91

評価 超過達成 ノルマ達成 未達成 未達成

fl'削1Litm 奨励 貨削無 し 削則適応 削則適応

註 :① ｢格差｣欄の数値は､ 57年の ｢包産｣ノルマを 100とした場合の比率であ

る｡

②ili収は､ 1伯 (主1ha)当り収_hr(_･li位 :石 )｡

③参考の ｢定座 ｣とは､55年に公租LTl付けの ｢三謹到戸 ｣政弟を行った時

に､ 決定 された平年収崖である｡

賃料 :表 13-1に同 じ｡
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袈13-3 高級社の ｢包産 ｣(MJEにおける丑削JJJは

(双城頻 座城高級社､ 1957年 )

単収ノルマ達成状況 処理方法 備考

基本原則 収 十 実際の単収 ⇒ *高級社が取得する

崖 ト ノルマ ⇒ トノルマ超過分う 分はー 全社貝への出役報酬に充当する｡**生産隊には､超過分の60%に相 当

l l 60% L]0%

点 一生産隊う

へ ◆暮 る労働点数を与え

数 十高級⇒ る｡
礼へ事

適期作業の 収 ト ili収う *生産隊か らは､ 減

兼遂行､手 ト ノルマ う 座分の5%に仙 当す

抜き作業､ 属 し減産分⇒ る労L臥点数を控除す

などによる減産 ⊂国二二二二二二二 る○

点数 一う生産隊から控除暮

自然災害が 収 ト 従来のノルマ う *災害時には､ ノル

発生 した時 ナウ 修正後のノルマI マを下方修正 し一 新

の超過達成 ト 実際の単収 う しいノルマを基唯に
虚 し 超過分 う 評価する.

ー巨 % 20%

資料 :表 131 1に同 じ｡

610

過 分 は そ の 一 部 が､ 高 級 社 か ら割 り当 て られ た r必 要 労 働 の 点 数 総

Wl｣ に 点 数 が 上 乗 せ さ れ､ 減 産 分 も そ の 一 部 が そ こ か ら差 し引 か れ

る｡ な お､ 自然 災 害 に よ る減 産 の 場 合 に は､ ノル マ そ の も の が 下 方 I

修 正 さ れ る こ と に な る｡ た だ し､ 増 産 (減 産 ) Litの 留 保 (控 除 ) 部

分 が､ ど の 様 に して 労 働 点 数 に換 算 さ れ る の か は 不 LJJ]で あ る｡

こ の 質 別 制 度 の 問 題 点 は､ 奨 励､ 控 除 各 部 分 の 労 働 点 数 へ の 換 界

方 法 も問 題 で あ る が､ そ の 点 は 不 明 で あ る た め､ 別 の 2点 を指 摘 し

て お く に と ど め る｡

第 1は､ 単 収 ノル マ は 高 級 社 全 体 で 統 一 さ れ る が､ 実 際 の 収 虫 は

生 産 陽 の 排 他 条 件 や､ 作 付 榊 J戊に よ っ て 変 化 す る の で あ る か ら､ 各

生 産 隊 の 不 満 を 引 き起 こ す 可 能 性 が あ る こ と で あ る｡

第 2は､ ノ ル マ 超 過 分 の 奨 励 は､ 現 物 で な く､ 労 働 点 数 の 増 額 に

よ っ て 行 わ れ る た め､ 他 の 生 産 隙 で.減 産 して 高 級 社 全 体 で 増 産 で き

な け れ ば､ 点 数 1点 当 りの 評 価 額 が 増 え る と は 限 らず､ 労 働 点 数 に

よ る 奨 励 は､ 増 産 を 達 成 した 生 産 隊 の 隊 員 の 増 収 に結 び 付 か な い 可

能 性 が あ るd

以 上 の 制 度 は､ 生 産 隊 の 隊 員 全 体 に適 用 さ れ る もの で あ る が､ そ

の 他 に､ 生 産 隊 長 や そ の 下 の 作 業 グ ル ー プ で あ る 生 産 組 組 長 お よ び

増 産 に頁 献 し た 個 人 へ の 奨 励 方 法 が 別 途 定 め られ て い る｡ つ ま り-

生 産 隊 長 と生 産 組 組 長 の 指 導 意 欲 を 発 掘 さ せ る た め に､ 生 産 隊

長 へ の 個 人 奨 励 金 は 一 般 社 員 よ り 10-20%高 く し､ 生 産 組 長 へ

の 個 人 奨 励 金 は 一 般 社 員 よ り 5-10% 高 くす る｡

ま た 特 定 の 個 人 が 増 産 に 対 して 大 き くfi献 した協 合 に は､ 一 部

の 労 働 日点 数 を奨 励 金 に替 え て 分 配 す る､

と さ れ た｡ こ の 場 合 に も､ 同 様 の ruj腿 が 考 え られ る｡

C ) r包 財 務 ｣制 度 -乃用 支 出 計 画 の 訓 け 負 い ~
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高 地 社 で は､ 生 産 隙 に対 して 上 記 の よ う に 作 業､ 坤 収 ノ ル マ の 達

成 を 謂 け 負 わ せ た が､ そ の 他 に､ El仰 の 作 業 で 必 輩 と され る､ 生 産

か 用 支 出 や 脱 臭 の 管 理 の 大 部 分 を 生 産 隊 や 生 産 組 に調 け 負 わ せ た｡

これ は ｢包 財 務 ｣ (財 務 謂 け 負 い ) と呼 ば れ た｡

そ れ は 高 級 祉 統 一 の ｢財 務 支 出 計 辞 指 標 を 訴 け 負 い 基 準 と して ｣

行 わ れ た が､ 手 順 と 方 法 は -

ます 個 別 の Atur品 や 戯 具 毎 に､ そ の 価 格 や 耐 用 年 数 を 評 価 す る｡

続 い て､ 各 生 産 隊､ 生 産 組､ 個 人 毎 の rf任 範 皿 に応 じて､ 肘 頗

謂 負 を 行 う｡

高 級 社 全 体 に は 支 出 項 目 が 99項 目､ J班員 は LZ8件 あ っ た が､ そ

の う ち 国 営 トラ ク タ ー ･ス テ ー シ ョ ン に よ る機 械 作 業 受 託 符 や 口

付 け 食 粘ほ ど の 18項 目 は 言古け 負 い の 対 象 に な じま な い と さ れ た0

そ して､ 触 りの 20項 目の 支 出 と 44件 の JB只 は 個 人 吉行負 が 過 当 で､

す べ て 個 人 に謂 け 負 わ せ､ ま た､ 6O項 目の 支 出 と84件 の 農 具 に つ

い て は 生 産 隊 謂 負 が 過 当 で､ 生 産 隊 に 謂 け 負 わ せ る こ と と し た｡

生 産 隊 が 謂 け 負 っ た 部 分 に つ い て は､ 各 作 業 季 節 毎 に､ 生 産 組

に 謂 け 負 わ せ る の が 妥 当 な もの は､ 通 解 は 生 産 隊 が 管 理 し､ そ の

作 業 季 節 に な っ て 生 産 組 に 請 け 負 わ せ る｡ 例 え ば､ 作 付 の 時 期 に

は･ 全 て の 彰 を播 種 作 業 作 業 組 に請 け 負 わ せ る こ と に し た｡

個 人 で 請 け 負 う こ と に な っ た 支 出 項 目 と戯 具 に つ い て は､ 全 貌 が

明 か で な い が､ そ の 中 に 含 ま れ る も の は､ 次 項 で 扱 う 役 畜 の 飼 育､

使 役 作 業 が あ る｡ 本 項 で は､ 生 産 隊 に 謂 け 負 わ さ れ た 部 分 を 中 心 に

考 察 す る｡

こ の 財 務 支 出 訊 け 負 い の 管 理 に 方 法 つ い て は､ 次 の よ う に定 め ら

れ た｡

財 務 支 出 の 謂 負 限 度 の 範 囲 で､ 支 出 は 生 産 隊 長 の 批 准 と生 産 鰭

の 会 計 員 の 碓 認 を 経 て､ 支 出 で き る｡

6tn .

財 務 支 出 ノ ル マ の 謂 け 負 い は､ 生 産 隊 で 管 理 す る が､ 支 tllの 那

度 高 級 祉 主 任 の 批 准 を 必 要 とす る｡ そ の 場 合､ 10元 以 上 の 支 出 は

管 理 委 員 会 の､ 50元 以 上 の 支 出 は 社 員 (代 表 ) 大 会 の 批 准 を 必 要

とす る｡

現 金 は 町 雌 委 員 会 が 由1&哲 理 す る が､ iE庵 緒 は 必 輩 に 応 じて 季

節 及 び 月 毎 に 帯 紐 祉 管 理 委 員 会 に対 して 現 金 利 用 計 画 を 提 出 し､

管 理 委 員 会 が 適 宜 現 金 を 支 出 し､ 生 産 隊 が 1711任 を も っ て 自分 で 蛸

入 す る｡ そ して､ 畑 入 商 品 の 領 収 arで も っ て 高 級 社 が 和 洋 を す る｡

物 品 の 保 管 は､ 朋 務 謂 負 の 範 捌 に応 じて､ 個 人 が 言17け 負 う戯 具

や 物 品 は 個 人 が 17i任 を も っ て 保 管 し､ 生 産 組 が 調 け flう も の は 盤

産 組 が 躯 BJで 保 管 し､ 生 産 隙 が 誠 け 負 う も の は 生 産 隊 の 保 管 要 員

が Ldjl任 を も っ て 保 管 す る.

生 産 内 容 の 相 加 や 生 産 条 件 の 変 化 に よ っ て 必 輩 な 臨 時 的 支 出 の

増 加 が あ っ た 似 合 は､ 予 界 を立 て て 管 理 委 員 会 に報 告 し､ そ の 批

准 を 受 け､ そ の 部 分 に つ い て は 季 qJ的 な 言門け flい を 実 行 す る.

こ の よ う に､ 生 産 隊 に は 高 級 祉 管 理 委 員 会 か ら割 り 当 て られ た､

段 具 管 理 と支 出 項 目 お よ び そ の 支 出 限 度 敬 の 管 理 ノル マ を 達 成 す る

こ と が 頚 務 づ け ちれ る の で あ る が､ 生 産 隊 の 内 部 で は､ 適 宜 生 産 組

さ ら に は 個 人 に 管 理 が 任 され る場 合 が あ っ た｡

だ が､ 実 際 の 現 金 支 出 は､ そ の 金 額 や 内 容 は､ 高 級 祉 管 理 委 員 会

に よ っ て 逐 一 チ ェ ッ ク さ れ､ 実 隙 の 現 金 管 理 も管 理 委 員 会 に よ っ て

行 わ れ る の で あ る｡

こ の ノ ル マ の 速 成 状 況 も､ 質 別 制 度 を 通 じて 生 産 隊 隊 員 の 所 得 に

結 び 付 け られ て い る｡ そ の 規 定 は 衷 13-4の 通 りで あ るが､ こ の 賓

割 は､ 労 働 点 数 で は な く直 接 視 金 が使 わ れ る の で､ 削 金 を 誹 せ られ

た場 合 に は､ そ の 生 産 隊 あ る い は 個 人 な どの 謂 負 単 位 に と っ て､ か

な り手 痛 い も の で あ っ た と考 え られ る｡

っ ま り､ こ の 岱 別 制 度 の 特 徴 は､ 支 Lti超 過 や JiA具 の lil尖 が あ っ た

場 合 で も､ 高 級 社 の 生 産 コ ス トは 増 え る こ と な く､ 全 て が 謂 負 単 位
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衣ll-4 高級社の ｢包Ju務 ｣制腔 におけるfi削方'/JE

(双城頻 度城高級心､ 1957咋 )

ノルマ速成状況 処理方は tiri考

(∋支出計画

支出額の節約 ト 支 出計画 ⇒ *節約分の40%に相

ト 支出額 う仁 節約分 う 当する報奨金 (現

｢ l40%l60%十 う謂負単位へ + 金 )を与 える○

娘封 による ト 支 出計画 う *超過分は､ 謂負唯

超過支出 ト 支出孤 うll十 十謂 負軸位が弁消 事 位が､ 現金で弁消す る○

②農具管理､ 償却

償却封節約 ト 償却計画 う *償却貨節約分 は､

ト実際の う 60%に相 当す る

償却貨l 巨 % 巨 % lぐ う謂負単位へ事 報奨金を､謂貞単位 に与 えるo

過失 による *謂負単位が117失

資料 :衷 13- 1に同 じ｡

61y)
の 負 担 に な る の で あ る｡

た だ､ IiiJ腿 は､ 生 産 梓 川 や LrI却 門 を WJ約 し た 部 分 が､ 高 級 祉 レ ベ

ル で 他 の 請 負 単 位 の コ ス トと 棚 殺 さ れ る こ と な く､ そ の ま ま､ そ の

管 理 の 謂 負 単 位 の 所 得 に な る 点 で あ る (辛 )｡ こ の こ と は､ 奨 励 が '

労 働 点 数 で な く､ 現 金 で 行 わ れ た こ と を 含 め て､ コ ス ト節 減 の 徹 底

が そ れ だ け 難 し い 問 題 で あ っ た こ と の 反 映 で あ る と 考 え ら れ る｡

*: 旧 去り孜 の 節 約 と は､ 農 具 の 州 初 の 評 価 柳 に 比 べ て､ 期末

の JIl具 の 評 価 称 が あ ま り減 らな い よ う に す る､ つ ま りISi具 の 物 理

的 摩 滅 を はJ.来 る 限 り防 い で 長 持 ち さ せ る こ と を 意 味 す る｡

さ ら に､ 支 出 計 画 と 腿 具 の 旧 卦 は､ A)項 で 検 討 し た ｢包 工 ｣ 制

度 が 確 実 に 実 践 さ れ て い る こ と を 不 可 欠 の 要 件 と して お り､ つ ま り

作 業 を 手 抜 き し て 所 定 の 作 業 を 行 わ な く て も "節 約 " で き る か ら､

作 業 ノ ル マ が 完 全 に 完 成 さ れ て い る か 否 か が ま ず 評 価 さ れ ね ば な ら

な い こ と に な る｡

以 上 の 三 つ の 項 で､ 耕 楼 虚 業 を 行 う 生 産 隊 に お け る ｢包 工 ｣ r包

産 ｣ 及 び ｢包 財 務 ｣ の 各 制 度 を 考 察 して き た が､ 次 に 戯 作 業 で 虚 空

な 役 割 を 果 た す 役 畜 の 飼 育､ 管 理 制 度 に つ い て 考 察 し よ う.

D ) ｢包 桝 畜 ｣ 制 度 一 役 畜 飼 育､ 使 役 ノ ル マ の 請 け 負 い 一

高 級 杜 で は､ 役 畜 は 特 定 さ れ た 専 門 労 働 力 ー 生 産 隊 に い る 飼 育 管

理 要 員 と 使 役 要 員 そ して 管 理 委 員 会 に い る 畜 産 専 門 要 員 に 請 け 負 わ

せ る こ と と さ れ た｡

そ して､ 生 産 隊 の 抑 揚 作 業 で の 役 畜 の 利 用 と の 関 係 で は､ 三 者 の

分 担 関 係 は 次 の よ う に な っ て い る｡

柿 に 利 用 さ れ る 役 畜 は そ の 役 商 の 使 役 を 詞‖ナ負 う 使 役 賓 員 が 管

理 す る｡ ま た､ 役 畜 は そ れ を 管 理 す る 使 役 要 員 の 批 准 ･同 悪 を 綿

I ･1



b71~

な け れ ば､ 如 何 な る似 合 に も勝 手 に 利 11]した り所 J戚]･li位 を 変 更 し

た りで き な い｡

ま た､ 母 馬 の 交 配 州 に は､ そ の 役 畜 は 畜 産 fI･門 要 員 が 管 理 し､

期 間 中 は 畜 産 専 門 要 員 の 指 導 に 基 づ い て 飼 育 と利 用 を 行 う｡

雑 役 に利 用 す る 役 畜 は 飼 育 安 員 が fi任 を も っ て 管 理 し､ 社 員 が

個 人 的 に利 用 す る 場 合 に は 飼 育 要 員 の 批 准 を受 け な け れ ば な らな

い｡

つ ま り､ 年 FIJ]を通 じた 馬 の 生 育､ 利用 状 況 に応 じて､ 交 配 .繁 殖

州 は そ の 担 当 者 の､ 畜 力 組 作 業 は 使 役 安 員 (l弧糊 で の 絹操 縦 を 雑 務 )

の､ 飼 育 中 の 雑 役 は そ の 担 当 者 の 弟 任 で も っ て 使 役 が 許 可 さ れ る｡

そ して､ 彼 らは､ ｢役 畜 の 肉 付 き状 態 の 維 持､ 繁 殖 率 と生 存 率 の

維 持 ･向 上 を ｣ 高 級 社 か ら謂 け 負 っ て い る｡

そ れ ぞ れ の､ 謂 負 ノル マ とf]:別 方 法 を 整 理 した の が､ 表 13- 5で

あ る｡ 各 々 の ノル マ の 決 定 方 法 を 含 め て 考 察 しよ う｡

ま ず､ 蛸 の ｢肉 付 き率 ｣ で あ る が､ 言 い換 え れ ば 季 節 に よ っ て 気

候 や 使 役 状 況 に よ る 休 力 の 消 耗 度 合 に規 定 さ れ る 肉 付 き状 態 の 維 持

を請 け 負 う こ とで あ る｡ そ の た め に は､ ｢ま ず､ す べ て の 役 畜 に つ

い て 登 録 を した 後､ 各 馬 の 現 在 の 肉 付 き状 態 と年 齢 に 基 づ い て そ れ

ぞ れ が 各 季 節 毎 に達 成 す べ き 肉 付 き率 を 確 定 ｣ さ れ る｡

｢繁 殖 率 J の ノル マ の 決 定 は､ ｢まず 高 槻 社 が 統 一 的 に､ 母 馬 に

対 して 優 良 品 概 か ど う か､ そ して 交 配 可 能 状 1控を 登 録 し､ 各 生 産 隊

の 母 ,T3の 種 付 け 頭 数 を確 定 す る ｣C そ の 際､ ｢高 齢 の ま た は 病 弱 の

母 馬 に つ い て は 計 上 され な い ｣｡ そ して 次 に､ 母 馬 の 現 在 の 使 役 ･

飼 育 条 件 や 種 付 け 状 況 を 考 慮 して､ 馬 の 繁 殖 率 ノ ル マ を 70% - つ ま

り70% の 母 馬 が 小 馬 を産 む こ と - と し た｡

仔 馬 の ｢生 存 率 J は､ ｢ま ず 現 在 の 飼 育 条 件 と技 術 条 件 に照 ら し

て､ 60日 間 生 存 す る 仔 馬 の 頭 数 比 率 を 80% と した ｣｡

そ して､ 表 示 した よ う に､ ノル マ と そ の 連 h別 人祝 に応 じた､ 労 働

点 数 の 奨 励 と控 除 の 方 法 も 同 時 に 定 め られ た｡

裁13-5 満級社の ｢包JjF怒 ｣制JiEと爪削7)一法
(双城県 座城高級心､ 1957年 )

6?6

謂負項目 ノルマ nr別方法

(肉付 き率J l5歳以上の老馬 ..ホ州 60% 7)各季節に 1匝】順流する.
夏州 50% イ)ノルマをJO%超過する晦に

秋季 70% 0.5日分を奨励する○
15歳東浦の馬 引ノルマを10%下Lgる晦に

と小鳩 :番lJ1 70%夏jIJJ 60%秋季 80% 0.25日分を控除する○

｢繁殖率 ｣ 母馬の繁殖率 ; 70% アIノルマを仔馬 l蛸超過する毎に2日分を奨励する○

*70%の母馬が小店を産む ∫)ノルマを 1蛸下回る毎に1日分を差 し引く｡

｢生存率 ｣ 仔馬の生存率 : 80% 7)ノルマより1頭多く生存す

*生存州限ノルマは 60EHi" る毎に3El分を奨励する.∫)ノルマより1頭減る布 に､I.5日分の点数を差 し引 く引人為的な過失による場合は､過失者 に憎償させるC

賃料 :表 13-1に同 じ｡
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こ の ノ ル マ と11別 制 度 は 主 と して 飼 育 平 貝 と畜 産 中 門 輩 貝 に 適 川

さ れ た と思 わ れ､ ま た 使 役 要 員 は 畜 力 作 菜 に 参 加 す れ ば､ 川 応 の 点

数 を 配 分 され た と思 わ れ る が､ 不 明 で あ る｡

しか し､ 馬 の 飼 育 と繁 殖 が ノル マ で も っ て 管 理 され る こ と は､ 担

当者 の 恵 に 反 して､ 圃 場 作 業 を 行 う生 産 隙 隊 員 や 使 役 要 員 が 作 業 ノ

ル マ ( ｢包 エ ｣ の ノ ル マ ) を 達 成 す る た め に 役 畜 を酷 使 した 場 合 に､

飼 育､ 繁 殖 担 当 者 の ノル マ の 達 成 度 合 が 左 右 さ れ る こ と に な る｡ こ

こ に 調 整 さ れ る べ き利 酋 問 題 が 飛 生 す る 可 lJb他 が あ る｡

E)両 級 礼 の 計 痢 外 出 用 抑 制 シ ス テ ム と して の ｢凹 包 ｣ 制 度

総 じて､ 福 娘 社 に お け る生 産 活 軌 は､ 益 本 n'Jに 生 産 隊 で 行 わ れ､

そ れ が ノ ル マ に よ っ て 管 理 さ れ て い る 様 子 が 考 察 さ れ て き た が､ こ

こ で､ こ の 4つ の ノル マ の 請 負 制 Jii=と'1-f刑 制 JRが､ 高 級 社 の 経 営 に

どの 様 な 縫 楢 rl'.)彫 甥 を及 ぼ す もの で あ っ た か 坦 BJ!して お こ う｡ た だ

し､ こ こ で は､ 高 級 社 の 収 益 分 配 を 含 め た 実 ,fBiFIAj腿 に つ い て は､ 本

章 の 課 題 か ら外 れ る し､ ま た 染 料 の 制 約 も あ っ て 言 及 を 差 し控 え る

こ と とす る｡

｢四 包 ｣ の 個 々 の 制 度 は､ 生 産 隊 と高 級 社 の 間 で の ｢点 数 ｣ や 現

金 の 双 方 向 の や り取 りを 伴 う もの で あ っ た｡ そ こ で､ r四 包 ｣ 制 度

に お け る ノル マ 達 成 状 寸兄を 基 準 と した 質 別 制 度 が, 総 体 と して 高 級

社 の 経 営 に ど の 様 な 影 響 を 与 え る の か を 検 討 しよ う｡

衷 131 6は､ 生 産 隊 で 行 わ れ た 作 業 が､ 技 術 革 新 を 伴 っ た場 合､

作 業 効 率 が ノ ル マ よ り も 懇 化 した 場 合､ 同 じ く効 率 化 を 図 っ た 場 合､

そ して､ 所 定 の 作 業 を完 成 しな か っ た 場 合､ の 4つ に 大 き く区 分 し

て あ る｡ そ して､ 各 々 の 場 合 に､ ノル マ の 達 成 状 況 ( ｢包 工 ｣ ｢包

産 ｣ お よ び ｢包 財 務 ｣ の )､ そ れ に応 じ た r日が=BEl腔 の 通 用 の 結 果 に

よ る 隊 員 の 所 '15F増 大 効 果､ そ して 各 々 の 場 合 の 高 級 社 の 収 入 と生 産

隊 に対 す る支 山 の 増 減 状 況 が 検 討 さ れ る.

3つ の 指 標 の 高 級 礼 に対 す る影 響 は､ 現 金 支 出 に つ い て 言 え ば､

生 産 数 支 出 と減 価 I11却 ryの 支 出 が 当初 計 画 よ り増 大 す る こ と を､ 管

袈 1316 ｢四包 ｣制度の丑別制度と芯級社の経営

生産隊作業の実施状況 技術革新 効率悪化 効率化 作業未完成(a) tH (C) (a) (e) (日 (g)

生産､ 作業実組(対ノルマ比 )

労働点数の消化 + + + + - - -

単位面械当り収虚 + + - ±0 ±0 + -

生産費 .減価償却 + ±0 + + - - -

隊貝所得増大効果(点数又は現金 )

｢包工 ｣県別 + + ±0 ±0 ±0 ±0 -

｢包産 ｣23'嗣 十 + - ±0 ±0 + -

r包Ly群 ｣貨嗣 ±D ±0 - - + + -

総合評価 + + - - + + -

高級社への影響

高級社現金支出 + ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 -

高級社点数配分 + + - ±0 ±0 + -

註 :① ±0は変動無 し､ -は嗣則控除あり､ +は奨励加罪のあることをそれぞ

れ示す｡

②本来､ 単収ノルマは56年の単収より5%高 く設定されているため､ ノル

マを超えな くても増産になる場合がある｡従って､ この章で示 したノルマ達

成 =増産､ 東通成 =減産 とは､ 5%以上の増産の遠戚如何を意味 している｡
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理 委 員 会 が 認 可 した 場 合 に増 加 す る｡ ま た､ ｢労 働 点 数 ｣ 配 分 は､

｢包 工 ｣ ｢包 産 ｣の 中 で､ 生 産 陽 に奨 励 を行 っ た 似 合 に jtYl加 し､ 附

則 と して 控 除 した場 合 に 減 少 す る. 高 級 利二の 収 入 は 増 産 が あ っ た 似

合 に 増 加 す るC 従 っ て､ 減 産 が 発 生 して 高 級 礼 の 収 入 が 減 っ て も､

生 産 隊 に対 して 現 金 と ｢労 働 点 数 ｣ の 奨 励 を 行 わ ざ る 柑 な い吻 合 に

の み､ 高 級 社 は 生 産 隊 に 対 して 計 画 以 上 に 支 払 う こ と に な る｡

本 表 で は､ こ れ らの 生 産､ 作 業 実 紙 や 貨 削iF,rH度 の 通 用 が､ こ れ ま

で 考 察 し た規 定 に沿 っ て 行 わ れ る こ と を 仮 定 す る､ ま た､ 検 討 を 過

度 に 裡 雑 に しな い た め､ 他 の 生 産 l塚の 生 産 状 況 の 高 級 礼 の 経 営 や 収

益 分 配 に対 す る k 哲 を捨 象 して い る. 従 っ て､ こ こ で は あ る 一 つ の

生 産 隊 と同 級 礼 の 槻 係 の み が 示 さ れ る こ と に な る｡

ます､ ｢技 術 革 新 ｣ が あ っ た 場 合 に は､ 規 金 の 生 産 ぎ'L支 出 や 減 価

ll!l卿 の ノ ル マ 以 上 の 増 進 を 伴 う場 合 と ((a))､ 現 金 支 出 な ど を 伴 わ

ず､ 従 っ て 生 産 防 内 部 で の 労 働 の 多 投 や 現 物 の 投 入 の 増 大 の み で 行

わ れ る場 合 が ((b))､ 想 定 さ れ る｡

両 者 に 共 通 す る の は､ ノル マ を 超 え た 労 働 投 入 に つ い て は､ 単 収

も増 大 す る た め､ 労 働 点 数 が 上 乗 せ さ れ る (+ に な る )｡

生 産 費 支 出 な ど ｢包 財 務 ｣ に 関 して は､ (a)の 場 合 に は 支 出 額 が 増

大 す る｡ だ が､ こ の 部 分 に つ い て は､ 現 金 支 出 の 浪 資 で は な い か ら､

計 画 以 上 の 支 出 が そ の ま ま承 認 さ れ､ 隊 員 に 対 して は 割 金 が 課 さ れ

る こ と も､ ま た 報 奨 金 が 支 払 わ れ る場 合 が 無 い と思 わ れ る｡

従 っ て､ (a)で は 生 産 隊 隊 員 の 所 得 は 増 大 す る が､ 高 級 社 が 当 初 計

画 以 上 に 支 出 す る現 金 も ｢労 働 点 数 ｣ も 増 大 す る こ と に な る｡

(b)の 場 合 は､ 高 級 社 の 現 金 支 出 は 当 初 計 画 よ り増 え ず､ ｢労 働 点

数 ｣ の 配 分 の み が 増 加 す るo い づ れ も､ 単 収 が 増 大 す る か ら､ 例 え

ば､ 現 金 支 出 の 増 加 が 単 収 の 増 大 を超 え な け れ ば､ 高 級 社 は 生 産 豚

に対 して 支 払 超 過 に な る こ と は な い｡

｢作 業 効 率 馴 ヒ｣ の 場 合 に は､ 結 果 と して 減 産 す る 場 合 が 通:Rri･で

あ ろ う が ((C))､ 減 産 しな い 場 合 ((d)) も 想 定 で き る｡

い づ れ の 場 合 で も､ 単 収 以 外 の 指 標 は ノル マ を 超 過 す る が､ ｢包
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工 ｣ 制 度 で は､ 超 過 分 は gtr,価 さ れ な い し､ ｢也 川 筋 ｣ に側 す る 二 つ

の指 脚 で は､ 超 過 が 損 失 と して 評 価 さ れ る た め､ 別 金 が 徴 収 さ れ る｡

減 産 し た場 合 に は､ 減 産 分 の 一 郎 (5% ) が 差 し引 か れ､ 減 産 しな

い場 合 に は 変 化 しな い. この 二 つ の 切 合 に は､ 隊 員 の i7rr得 は 共 に 減

少 す る｡

向 級 礼 の ｢点 数 ｣ 配 分 は､ 減 産 の 糊 合 に は そ の 95% を 肩 代 りす る

た め 増 大 し､ 減 産 しな い 場 合 に は 変 わ らな い｡ 現 金 支 山 は 不 変 で あ

る｡

｢作 業 効 率 化 ｣ の 場 合 に は､ 単 収 が 増 大 す る場 合 と不 変 の 場 合 と

が あ る｡ 両 者 に 共 通 す る の は､ 下 通 さ れ た 労 働 点 数 が 節 約 さ れ る｡

生 産 要せ支 出 な ど も ErJ約 さ れ る こ と も想 定 す る｡

そ の 結 架､ ｢包 工 ｣制度 の 奨 励 は !!liく､ た だ ｢包 朋 務 ｣ の 報 奨 金

と､ 増 産 した 場 合 に は ｢包 産 ｣の 奨 励 も増 加 す る こ と に な る｡ 総 じ

て､ 隊 員 の 所 得 は 増 大 す る｡

だ が､ こ の 場 合 で も､ 高 級 社 の 計 画 以 上 の 現 金 支 山 は な く､ 増 産

して 高 級 社 の 収 入 が 増 え た場 合 に の み､ 点 数 配 分 が 増 加 す る｡

手 抜 き な ど で 所 定 の ｢作 業 未 完 成 ｣ に な っ た場 合 に は､ 隊 員 の 所

得 は 全 て に お い て マ イ ナ ス に な る｡ 高 級 社 は 減 産 す る が､ 当初 配 分

した ｢労 働 点 数 ｣ や 現 金 支 出 枠 を 生 産 隊 か ら回 収 す る こ と に な る｡

こ こ で 見 られ る特 徴 は､ ｢技 術 革 新 ｣ や 作 業 の ｢効 率 化 ｣ が 行 わ

れ､ そ れ が 収 iit増 加 に結 び 付 い た 場 合 に の み 現 金 支 出 や 労 働 点 数 の

配 分 が 増 え る が､ ｢効 率 化 ｣ の 場 合 で も増 産 しな い場 合 に は､ 当 初

の 計 画 の 範 囲 内 で 奨 励 が 行 わ れ る｡ さ ら に､ 作 業 の ｢効 率 懇 化 ｣ や

｢作 業 未 完 成 ｣ の 場 合 に は､ 増 産 しな い の で､ 高 級 社 は 場 合 に よ っ

て は 当 初 の 引 画 で 配 分 し た現 金 支 出 枠 や 点 数 を 削 減 す る こ と さ え あ

る｡

こ の よ う に､ ｢四 包 ｣制 度 で採 用 さ れ た質 別 制 度 は､ 単 に生 産 隊

の 生 産 を 管 理 す る ば か りで な く､ 単 収 増 加 に結 び 付 か な い 計 画 外 の

っ ま り ノ ル マ の 超 過 分 を 浪 封 と規 定 して リス ク を 隊 員 に 負 担 さ せ､

特 に 現 金 支 出 の 増 大 を ノ ル マ =計 画 以 上 に増 や さ な い､ シ ス テ ム と
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して 機 能 す る｡ 言 い 換 え れ ば､ ｢四 包 ｣ 制 L度 は､ 苅 級 礼 で は 隊 員 の

所 得 増 大 を計 画 の 範 囲 内 に と どめ て､ 高 級 祉 レベ ル で の 経 営 の 安 定

性 を 確 保 しよ う とす るベ ク トル を 持 っ た 制 度 で あ っ た｡

第 2ErJ 生 産 隊 に お け る ｢凹 包 ｣制 JiE-の 実 行 体 制 の 繋 備

以 上 で は､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 が 生 産 牌 の 生 産 を 作 業､ IIi収､ 肘 務

支 出 お よ び 役 畜 利 用 の 4つ の 方 面 か ら ノ ル マ を 設 定 して 管 理 す る 方

法 を､ 制 度 的 側 面 か ら考 察 した｡

本 節 で は､ 言題論 の レベ ル は 引続 き管 理 委 員 会 と生 産 隊 の 関 係 を 中

心 とす る が､ こ こ で は 新 た に 生 産 隊 内 部 の 生 産 糾､ 作 業 小 組 と の f対

迎 に も言 及 す る こ と に な る｡

言 い換 え れ ば､ 前 節 の ｢凹 包 ｣ 制 L度 は､ 以 下 考 群 す る 各 々 の 実 行

体 制 の 中 で､ 逆 用 さ れ る の で あ る｡ な お､ 本 qJで 扱 う の は､ ｢四 包｣

制 度 の 中 の ｢包 産 ｣ を 除 く､ ｢包 工 ｣ ｢包 M F･}5｣ ｢包 桝 畜 ｣ の 三 つ

に IIAわ る も の で あ る｡

A ) ｢四 包 ｣ 制 度 実 施 上 の 問 題 点 概 観 一生 産 条 件 ･就 業 条 件 を 巡

る生 産 隙 間､ 社 員 間 の 対 立 一

第 1節 で は､ 双 城 県 犀 城 高 級 社 に お け る ｢四 包 ｣ と言 う 生 産 隊

を 単 位 に 隊 員 の 労 働 評 価 と結 合 した 各 種 ノル マ の 達 成 を管 理 す る 制

度 を 考 察 して き た｡

そ こ で は､ 制 度 自体 の 問 題 点 を 高 級 社 と生 産 隊 の 閲 係 の み に つ い

て 検 討 した が､ 実 際 の 生 産 は､ 生 産 隊 の 中 で 隊 員 に よ っ て 行 わ れ る

わ け で あ り､ そ こ で の 作 業 組 織､ そ れ ぞ れ の ノル マ執 行 状 況 や 労 働

評 価 の 体 制 が 確 立 さ れ な け れ ば な らな い｡ しか も､ 1957年 に 開 始 さ

れ た ｢四 包 J 制度 は､ そ の 当 初 か ら､ そ れ を 実 際 に機 能 さ せ る に は､

そ れ に対 応 した 粗 描 休 制 を 整 備 す る必 要 が あ る こ とが 指 摘 さ れ る よ

う に な っ て い た｡

本 節 で は､ 同 じ段 城 高 級 社 の 事 例 か ら､ 1957年 に な っ て 整 備 さ れ

た r四 包 ｣制 度 の 実 行 体 制 と そ の 間 REi点 を 考 窮 す る こ と とす る｡
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こ こ で 検 討 さ れ る rHj先日は､ 高 紋 社､ 生 産 賭 各 レベ ル で の ノル マ 決

定､ そ れ に応 じた 労 働 力 瓜 泣､ 隊 日 の 作 井 の 門 の 保 証 の l臼J雌 な ど に

破 る｡ こ れ らの 間 脳 は､ 陣 貝 の 労 働 意 欲 の 禿は と､ ノ ル マ の 血 的 ･

質 的 完 成 を 同 時 に保 証 で き る よ う な 労 働 評 価 制 腔 の 確 立 の 問 題 に FAJ

迎 す る 点 で 共 通 す る｡ そ の 意 味 で､ 初 抜 礼 の 労 働 組 織 を 考 解 し た 際

と同 じIRl腿 が 抜 わ れ る こ と に な る｡

* * *
本 節 の 考 察 に 先 立 っ て､ ｢凹 包 ｣制 腔 の 実 施 過 程 で どの 様 な 聞 腿

が 発 生 し た の か を 概 観 して お こ う｡

ます､ 生 産 計 画 - つ ま り各 謂 負 ノル マ ーの 配 分 の 隙 に は､ 生 産 隙

間 の 紛 争 が 嫉 発 した｡ す な わ ち -

生 産 隊 同 士 で 腿 作 業 を 奪 い合 い､ LIS臭 を 呼 い 合 い､ 老 人 や 労 働

能 力 の 劣 っ た 省 を 排 斥 す る 現 象 が 発 生 し､ "先 に来 た も の が 割 の

良 い 仕 ZPを 取 り､ 後 に来 た も の が 割 の 懲 い l上IJtを や り､ 応 後 に来

た も の は 締 め て 引 き退 す " と い う1人.fLiに な っ た｡

ま た､ ノル マ の 決 定 と､ 下 達 さ れ た ノ ル マ の 生 産 隊 レベ ル で の 修

正 を 巡 っ て は ---

生 産 暖 で 新 し く増 え た種 類 の 作 業 に つ い て､ 高 級 祉 管 理 委 員 会

は 適 宜 ノル マ を決 め る こ と が で きな い で い る｡

そ こ で､ 生 産 隊 で は 全 て を 自 己流 で 淡 め､ あ る 生 産 隊 で は 鰭 械

的 に ノ ル マ を 実 行 し､ 労 働 点 数 を調 整 しな い た め､ 隊 員 間 あ る い

は 生 産 隙 間 で 報 酬 計 許 が 不 合 理 で､ 同 じ作 業 で も そ れ ぞ れ 報 酬 が

異 な る 耶 鰻 が 宛 生 し､ 隊 員 の 不 満 を ロ っ た｡

さ ら に､ ノ ル マ が 決 定､ 下 達 さ れ た後 に も､

｢包 財 務 ｣ は あ る も の の､ 個 別 作 業 計 画 (原 語 は ｢小 段 計 画 ｣
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一菅 沼 )が な く､ あ る 生 産 隊 で は 吉招け 負 っ て も f7任 者 が お らず､

細 入 す べ き も の も 買 わ ず､ 小 型 腿 具 な どの 粗雑 な 管 理 ･使 FnI!u脳

が 解 決 さ れ な い｡

ま た､ El解 の 生 産 晒 軌 で も随 員 が 自 分 の 利 益 の み を 追 及 す る "

本 意 主 務 " や "個 人 主 我 " が 械 行 した｡

あ る 生 産 隊 で は 娘 BJで 馬 の 飼 料 を 退 蔵 し､ 小 金 を 貯 め 込 ん で い

る｡ ま た､ あ る 隊 員 は 自分 の 労 働 の 労 働 点 数 の 虚 報 を 行 い､ 点 数

稼 ぎ に 梢 を 出 して､ 質 を顧 み よ う と しな い (証 4)｡

こ の 様 に､ 高 級 社 で は 生 産 隊 が 決 定 さ れ た ノル マ に 沿 っ て､ 具 体

的 に 労 働 力 を 配 置 し隊 員 の 労 働 を 評 価 で き る よ う な 休 制 を Tl'#立 で き

て い な か っ た の で あ る｡

そ の た め､ 生 産 隊 で は､ 労 働 liE力 の 劣 っ た L塚員 を 排 斥 す る傾 向 が

あ り､ ま た 隊 員 間 の "割 の 良 い " 作 業 の 奪 い 合 い と言 う傾 向 が 存 在

した｡ ま た､ さ らに､ 生 産 隊 を超 え た 聞 題 と して も発 現 して い た｡

そ こ で は､ 作 業 ノル マ の 配 分 や 生 産 群 支 出 引 画 の 実 施 過 程 で､ 生 産

隊 ぐ る み で 自 らの 利 之左を 防 托 しよ う とす る傾 向 が 見 られ たO

加 え て､ 抑 揚 作 業 の 質 の 保 証 問 題 も､ ｢各 耕 地 片 ご との 帆 機 作 業

の 質 に つ い て は 専 門 に喜 任 を も つ 人 が い な か っ た ｣ と言 う よ う に､

発 生 して い た (註 5 )｡

B)作 業 配 分､ 作 業 管 理 の ノル マ統 制 強 化 - ｢小 段 引由 ｣ -

ま ず､ 高 級 社 か ら下 達 さ れ た年 間 の 作 業 計 画 と ノル マ に 泊 っ て､

生 産 隊 レベ ル で 実 際 に労 働 力､ 農 具､ 資 金 の 利 用 を編 成 す る 方 法 に

つ い て 考 察 す る｡ こ れ は､ ｢小 段 計 画 ｣ と呼 ば れ､ ｢個 別 作 業 計 画｣

と ｢個 別 作 業 財 務 計 画 J の 二 つ か ら構 成 さ れ て い た (註 6)｡

最 初 に 考 慮 さ れ た の は､ 隊 員 の 問 で r有 利 な 作 業 を 奪 い 合 う ｣ 問

題 を 解 決 す る た め に､ 全 隊 員 に作 業 を 割 り当 て る た め の 生 産 隊 毎 の

｢個 別 作 業 計 画 ｣ の 熊 定 で あ っ た｡

そ の 手 順 は､ 図 13- 2の 左 側 に 示 し た 通 りで あ る｡ ｢個 別 作 業 計

画 ｣ は､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 が 高 級 社 の 年 間 生 産 計 画 に 沿 っ て 生 産 隊

図 13-2 高級社の ｢個別作灘引両 ｣の決定過程

(双城児 廃城高級社､ 1957年 春季招柁唯備作業州)

講右 級 ネ上 唱 ;fiJま委 員 会

》個別作業計画決定過程 《

:年間生産計画 :

I/1L,['

》個別作業Ju務計画 《

一一;咋聞脚荷支出計画 :

･ - ---↑1 日- --:

④申謂計酎 : ③申調 . …①

に泊った : ･都禿 ; UF連
現金給付 : ･批 拙 ; ■

生 産 l当家 ↑

生 産 隊 英 才E会 議

隊 員 大 会

: 生産隊季節計幽 ;
L一一一- 一日- 一一- -=-J 》労働力配'E 《

①労働力毎､ 時州別の

繁閑差を無 くす 決 .-一一日- - 一日- -

②全労働力の出役 日数 うう⇒;個別作業計軸
の別当 定 ■一一一一一一↓-- 一一一-

③陣貝か らの小型農具 労働力編成

a

r l

[垂 車 重 ] 潮 =産亘 組 匹 1I
(厩肥搬入作業 )

(罪--四小組 ) 債 権 農草 子 具訓 33i 補整 別 修小 小 小組 組 組

資料 ;衷 13- 1に同 じ.
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を 指 導 し､ 生 産 隊 で は そ の 下 で､ 自 らの 季 節 生 産 計PiJJ- 例 え ば 捕 棚

準 鵬 作 業 計 画 一 も招 ま え て､ そ の 季 節 に 行 う 個 別 作 業 を決 定 し､ そ

れ ぞ れ の 実 施 計 画 を 立 て た｡

そ の ポ イ ン トは 図 示 した よ う に､ 3つ あ っ た｡

弟 1は､ あ る 季 節 を通 じて 時 間 的､ 労 働 jJ別 の 緊 FXJ差 を な く し､

何 時 で も 誰 で も作 業 が あ る よ う に､ 作 業 内 容 を 定 め た 点 で あ る.

例 え ば､ 捕 種 準 備 作 業 別 は､ 本 来 仕 部 の 数 が 相 対 的 に少 な か っ た

が､捕碓 作 業 別 にや っ て い た 作 業 を 時 州 を 繰 り上 げ て､ 捕 腫 準 脳 作

業 矧 の 作 業 に組 み 込 ん だ｡

第 2は､ 隊 員 に 出 校 希 望 日 数 を 申 告 さ せ､ そ の 日数 に応 じて､ 個

別 作 業 を 各 人 に 割 り当 て る こ と｡ こ う して､ 隊 員 に 肺 実 に 山 桜 さ せ､

ま た 労 働 点 数 の 有 利 な 仕 事 を 横 取 りす る よ う な -gI態 も 防 止 した｡

こ の 方 法 で は､ 作 業 内 容 に 比 べ て 隊 員 の 出 役 希 望 日 数 が オ - バ ー

す る こ と が あ っ た た め､ 余 っ た 部 分 は､ 個 人 副 業 l削 il｣と して 割 り振

り､ 生 産 隊 の作 業 へ の 出 役 と家 庭 労 働 時 tlj】と を 同 時 に 割 り 当 て る こ

とが 出 来 た｡ 例 え ば -･-

第 一 生 産 隊 で 個 別 作 業 計 画 を 制 定 す る 時 に､ 合 計 32種 類 の 作 莱

を 割 り当 て､ そ れ は 1,240人 ･日 を 必 要 とす る 作 業 で あ っ た｡

隊 員 が 自 己 申告 した 出 役 日数 は､ 1,460人 ･日 で あ っ た が､ 生 産

隊 で は 差 し引 い て 残 っ た 220人 ･日 を 祉 員 の 家 郡 労 働 時 間 と して

留 保 さ せ た｡

第 3は､ 小 型 戯 具 の 不 足 に対 応 して､ 隊 員 を 動 員 して 自 分 の 小 型

農 具 を､ 高 槻 社 に よ る侶 入 れ と い う形 で､ 利 用 す る こ と に した｡ 全

体 で 合 計 27件 の 鉄 鍬､ 21件 の 錨､ 20余 りの 手 綱 や 轡 (くつ わ ) を合

作 社 に貸 した た め､ 戯 具 不 足 の 問 題 は 基 本 的 に解 決 さ れ た｡

こ う して､ 個 別 作 業 の 内 容 と実 施 計 画 が､ 労 働 力 と 農 具 の 袈 付 け

を持 っ て 制 定 さ れ た｡

'7DE:

次 に､ 実 際 の 作 業 実 地 体 制 の 編 成 で あ る が､ 生 産 隊 の 下 に は､ 生

産 組 が 組 織 さ れ て い た が､ そ れ は 年 目Uを 通 じて 旧 定 し た作 茄 グ ル ー

プ で あ っ た｡ しか し､ 作 業 の 内 容 は 季 F'に よ っ て 異 な る の で､ 生 産

組 の 下 に､ さ ら に 臨 帖 的 な 作 業 小 組 を 組 織 し､ 当 該 季 節 作 業 の 閲 は

固 定 した 組 織 と した (図 中 で はIL1･に ｢小 紙 ｣ と表 示 して い る )C

こ れ らの､ 生 産 組 や 作 業 小 組 で は､ ｢戯 作 業 の 種 類 と隊 員 各 自 の

技 術 的 特 長､ 体 力 の 戯 弱 な ど の 状 況 に応 じて ｣､ 労 働 力 が 編 成 さ れ

た｡ 国 中､ 下 段 に示 した の は､ 弟 - 生 産 隊 の 例 で あ る が､ 労 役 組 な

ど三 つ の 生 産 組 は 通 年 の も の で､ 捕 棚 準 鵬 作 業 州 に は 作 業 の 内 容 に

応 じて そ の 下 に 小 組 が 組 綴 さ れ た｡

こ う して 予 め 各 人 の 所 属 中 位､ 作 業 内 容､ 作 業 場 所 を決 定 し た こ

とで､ 隊 員 が 個 人 の 労 働 点 数 取 得 の み を追 求 して､ 作 業 進 行 の 秩 序

を 乱 す よ う な こ と を 防 止 す る こ とが で き た と言 う｡ 作 業 ノル マ の 決

定 や 出 役 労 働 評 価 の Iuj腿 は 次 項 で 考 釈 す る｡

最 後 に､ 作 業 進 行 に伴 っ て 必 要 とな る､ 生 産 兜 用 現 金 支 出 の 管 理

問 題 で あ る が､ す で に 見 た よ う に､ 生 産 隊 で は 年 間 の ｢包 財 務 ｣計

画 で 割 り 当 て られ た 現 金 を退 蔵 した り､ ま た ｢隊 長 は 一 銭 も 出 し た

が らず､ 社 員 は 力無掛 と欲 しが る ｣ 関 越 が 発 生 して い た｡

こ の 点 につ い て は､ ｢個 別 作 業 計 画 ｣ の 罪 定 と そ の 実 施 体 制 の 確

立 を 前 提 に､ ｢個 別 作 業 財 務 計 画 ｣が 策 定 さ れ た｡

そ の 過 程 は､ 図 中､ 右 側 の ① - ④ の 手 順 で 決 定､ 実 Flbに 移 さ れ た｡

生 産 隊 で は､ 高 級 杜 の 財 務 支 出 計 画 と生 産 牌 の ←個 別 作 業 計 画 ｣

を 元 に して､ ｢個 別 作 業 財 務 計 画 ｣ を蹄 定 す るo そ れ は､ 同 級 祉 管

理 委 員 会 の 批 准 を 受 け て 発 効 す る｡

こ の ｢個 別 作 業 糊 誘 引 画 ｣ の 蹄 定 は､ 生 産 隙 の 現 金 支 出 ･管 理 の

権 限 を増 大 さ せ る の で は な く､ 管 理 委 員 会 の 管 理 権 限 を強 化 す る も

の で あ っ た｡ つ ま り､ こ の 利 点 と して 示 され た の は -

高 級 杜 が 作 業 ご と に 資 金 を配 分 す る の で､ 生 産 隊 に よ る現 金 の
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退 蔵 を 防 ぎ､ 生 産 隊 も 多 くの 手 間 が 粥 け る｡

同 時 に､ 季 節 ご と に 大 皿 に現 金 を 支 LLiす る こ とが 避 け られ､ 描

級 社 の 資 金 不 足 の 凶 難 が 軽 減 で き る｡

ま た ｢個 別 作 業 財 務 計 画 ｣ を 通 じて､ よ り良 く年 r;Uの 財 務 支 LLl

計 LT を 達 成 で き る｡

隊 長 や 社 員 も財 務 支 出 の 日腔 が 立 つ し､ さ ら に支 出 す べ き を 支

出 せ ず､ 支 出 す べ きで な い の を 支 出 して し ま う 弊 告 を 回 避 で き る｡

計 画 が は 主 的 に 制 定 さ れ る た め､ 各 作 男 IP･位 や 各 社 員 が まiH lの

必 要 性 を 知 っ て 合 理 的 に物 品 を 配 分 す る の で､ ｢隊 長 は 一 紙 も 山

し た が らす､ 社 員 は 無 l註Jと欲 しが る ｣ fiU脳 を 回 避 で き る｡

な どで あ る｡ ｢個 別 作 業 計 画 ｣ と ｢個 別 作 男 刑 務 計 画 J に共 通 す

る の は､ い Ijれ も､ 生 産 隊 に M 務 支 出 の 権 限 が 委 任 さ れ て い た 従 来

の 状 況 で 兜 生 し た､ 現 金 管 理 の 混 乱 が､ 職 級 祉 管 理 委 員 会 の 統 制 を

強 化 す る こ と で､ 解 消 す る 方 法 が と られ た こ と に あ る｡

こ の よ う に､ 各 生 産 隊､ 各 労 働 力 に 繁 閑 差 も rZjj断 も な く割 り 当 て

る作 業 毎 の 実 施 計 画 とそ れ に 必 要 な 役 畜､ 脱 臭 配 分 や 群 用 支 出 計 画

を 決 定 し た こ とが､ 実 際 に も 妥 当 な も の で あ る と す れ ば､ あ と は､

計 画 = ノ ル マ が 実 際 に達 成 さ れ る よ う な､ つ ま り作 業 従 事 者 に 作 業

意 欲 を十 分 に 発 揮 さ せ られ る よ う な､ 作 業 評 価 が な さ れ る 必 要 が あ

る｡

恥61

C )労 務 管 理､ 出 役 労 働 評 価 制 度 - ｢fi任 田 ｣ 制 度 一

前 B ) 項 で は､ 労 働 力 の 配 置 や 作 業 進 行 に 伴 う 生 産 把 用 支 出 の 配

分 が､ 個 別 作 業 晦 に 詳 細 に計 画 さ れ､ そ の 実 施 が 計 画 と高 紋 祉 管 理 ' .

委 員 会 に よ っ て 統 制 され る体 制 の 概 輩 を 示 した｡

そ こ で､ 閲 腿 と な る の は､ 本 節 の 目頭 で 概 観 し た よ う に､ 作 業 ノ

ル マ の 決 定 と作 業 の 質 の 保 証 で あ り､ そ の 上 で Lti役 労 働 の 評 価 が 問

題 と な る｡ そ こ で は､ 隊 員 閲 の 利 害 対 立 ば か りで な く､ 作 業 ノ ル マ

が 各 生 産 隊 で 勝 手 に 調 整 さ れ る こ とか ら くる､ 隊 員 の 不 満 の 発 生 が

問 題 とな っ た｡

本 項 で は､ i77iIj7と l司 じ汚 料 に よ っ て､ まず､ 作 業 ノ ル マ の 決 定 と

作 業 進 行 過 程 で の Tr一理 方 法 か ら考 察 を 始 め る (完jI7)｡

図 13- 3の に 生 理 した よ う に､ ノル マ の 決 定 方 法 は､ す で に 存 在

して い た 過 'i打の 作 業 に つ い て は､ そ の 作 某 ノ ル マ や 柑斤I支 LUノ ル マ

は､ ｢生 産 芦屋長 と適 正 な 中 の 上 の 労 働 力 で 捕 J戎｣ さ れ る ｢作 業 試 嚇

小 組 ｣ を 生 産 ほ に設 粧 し､ そ こ で ノル マ とそ れ に 応 じ た労 働 点 数 の

配 分 基 準 を 決 定 す る こ と と した｡ そ して､ 特 に新 しい 作 業 -技 術 革

新 を 含 む 一 に つ い て は､ 高 級 社 の 直 接 の 相 中 下 で､ 各 生 産 隊 の ｢作

業 試 験 小 組 ｣ の 実 験 を経 て 決 定 す る こ と と さ れ た｡

続 い て､ 実 際 の 作 業 過 程 に お け る ノル マ遂 行 の 管 理 方 法 につ い て､

同 図 13- 3② に 沿 っ て 考 察 す る｡

年 間 の 作 業 の 開 始 前 に､ 既 存 の 作 業 や 技 術 革 新 を含 む新 しい 作 業

の 実 施 が 計 画 さ れ て い る 生 産 隊 で は､ 両 方 を 合 わ せ て 年 間 の 作 業 ノ

ル マ と そ れ に 見 合 っ た ｢必 要 労 働 の 点 数 総 WI｣ が 割 り当 て られ る｡

そ の 場 合 に､ ｢高 軸 社 が す で に決 定 した ノル マ 基 準 は 変 更 せ ず､ 各

生 産 隊 が 実 際 の 施 行 過 程 で 臨 鰭 応 変 に調 士 す る ｣ こ と と さ れ た｡

そ の 調 整 方 法 は 次 の よ う な 二 段 捕 え に な っ て い る｡

第 1は､ 年 間 を 通 じて ｢同 じ種 類 の 作 業 閲､ 異 な る 作 業 間､ 季 節

問 の 労 働 点 数 の 融 通 を 行 っ て､ 労 働 報 酬 を よ り合 理 的 な も の に す る｣

､ つ ま り作 業 臥 季 節 間 の 労 働 点 数 の 調 整 を 行 う こ と が で き る 点 で

あ る｡ そ の 際､ ｢嗣 粒 に よ っ て 余 っ た 労 働 点 数 は 当該 生 産 隊 の 機 軌
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図 13-3 高級社におけるノルマ決は､ 管理体制

(双城股 座城高級社､ L957年 )
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資料 :裁 13- 1に同 じ｡

作兼の新規

追加 ･省噸
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的 労 働 点 数 と す る こ とが で き J る と さ れ､ 大 枠 で は 生 産 腰 に hl介 さ

れ た ｢点 数 総 敬 ｣ の 中 で や り く りす る こ と に な る｡

第 2は､ 生 産 隊 の 作 業 実 施 状 況 は､ 砧 級 祉 管 理 委 員 会 の 監 背 を 受 H rl

け､ 特 に r各 生 産 隊 の 作 業 請 負 の 完 成 状 況 は 季 節 毎 に 検 査 さ れ る ｣｡

そ こ で は 作 業 瓜 と ｢労 働 点 数 ｣の 消 化 状 況 が 傾 査 さ れ る｡ そ して､

｢も し も､ 当 初 請 け flわ れ た 作 業 ilnが 不 正 確 な 場 合 に は､ 調 整 を 行

う ｣ と さ れ た｡

こ の よ う に､ 生 産 隊 内 部 に は､ 高 級 社 の 統 一 の ノル マ通 りに 実 施

され た 作 業 に つ い て は､ そ の ま ま点 数 が 配 分 さ れ る が､ 途 中 で 点 数

の 調 整 を 行 っ た 場 合 に は､ ｢捻 軌 点 数 ｣ を元 手 に iA不 足 を 調 整 す る｡

そ して､ 定 州 的 に砧 級 礼 に よ っ て そ の 状 況 が 検 正 され､ ｢点 数 総 称｣

自体 が 調 整 さ れ る の で あ る｡

ま た､ 技 術 革 新 な どで､ 臨 時 的 に新 た に作 弟 を JtYJや した 似 合 に は､

部 前 の 管 理 委 員 会 の 批 准 を経 て､ 新 作 業 ノル マ と そ の ｢労 働 点 数 ｣

配 分 基 準 に従 っ て､ 高 級 社 は ｢労 働 点 数 ｣ を追 加 して や る｡ 逆 に 生

産 隊 で 作 業 の 碓 頬 を 臨 時 的 に減 ら した場 合 に は､ 高 級 社 が r点 数 総

額 ｣ か ら そ の 分 を 控 除 す る｡

こ の よ う に､ 生 産 隊 に お け る ノル マ と作 業 毎 の 労 働 点 数 の 不 平 等

に対 す る 隊 員 の 不 浦 は､ 個 別 作 業 につ い て 高 級 祉 統 一 の 基 準 を 通 用

した こ と､ こ れ を 変 更 す る は､ 特 別 な 場 合 一技 術 革 新､ 作 業 の 省 略､

定 州 的 な 調 整 一 以 外 は､ 当初 割 り当 て られ た r点 数 総 額 ｣ の 枠 内 で

生 産 隊 の 真 任 で 調 整 す る こ と､ に よ っ て､ 生 産 隙 間 の 基 準 の 格 差 と

不 平 等 を 足 正 した｡

第 1即 で 考 察 した ｢凹 包 ｣ 制 度 との 関 辿 に 言 及 して お くな らば､

この ｢機 動 点 数 J に よ る 生 産 隊 内 部 で の 作 業 日封の ノル マ ･ ｢点 数 ｣

配 分 の 調 盤 や､ 季 節 毎 の 検 査 制 度 は､ ｢凶 包 ｣制 度 そ の も の の 変 更

を示 す も の で は な い｡ む しろ､ あ る季 節 作 業 の r削 こ､ 生 産 隊 の ｢点

数 総 額 ｣ の 持 ち 分 は 変 更 され る こ とが 無 し､点 で､ 生 産 隊 の ｢労 働 点

数 ｣ 配 分 と商 繊 社 の 経 営 との 間 に 一 定 の 紹 衝 を差 し挟 む こ と に な る｡

ま た､ 技 術 蒔 新 や 作 非 効 率 の 油 化 な ど に よ る ノル マ ･ r労 働 点 数 ｣
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配 分 の 変 更 は､ 季 節 1Jfに 区 切 っ て 柘 級 祉 管 理 委 員 会 に よ っ て チ ェ ッ

ク さ れ る よ う､ 制 度 が 補 強 さ れ た こ と を 意 味 して い る｡

* * *
こ う して､ 個 々 の 隊 員 へ の 作 業 の 割 り 当 て と､ そ の 作 業 ノル マ と

労 働 点 数 配 分 基 準 の 適 用 方 法 につ い て は 馴 苗が 進 め られ たo

そ こ で､ 桃 さ れ た 問 腿=ま､ 個 々 の 終 日 の 作 菜 状 況 の 格 差 評 帆 言

い換 え れ ば 作 業 の 質 の 保 証 と評 価 の 聞 RBで あ る｡

出 役 労 働 の 点 数 評 価 の 方 法 に つ い て は､ 一 般 的 に 次 の 3つ の 方 法

が 採 用 さ れ た｡

第 1は､ 個 人 の 作 業 Ltが 計 辞 で き る も の で､ そ れ に は 個 人 Lu来 芯

制 を 採 用 した｡

第 2に､ 才=司作 業 の た め 個 人 の 作 業 血 が 計 illlけ き な い も の は､ 作

業 小 組 に よ る 生 産 随 内 部 の 作 業 謂 負 制 を 実 IJbす るo そ して･ 各 小 紙

は 各 人 の 作 美 瓜 の 多 少 ･質 の 酋 し恋 し に弘 づ い て､ 各 人 が 1trIる べ き

報 酬 を評 価 す る｡

第 3 に､ 個 人 の 作 業 血 が 計 測 で きず あ る い は 個 人 が 周 年 請 け 負 う

堤 作 業 に つ い て は､ 生 産 隊 の 設 定 した 基 準 か ら毎 日 の 労 働 報 酬 を 界

出 す る｡

っ ま り､ 個 人 の 作 業 虫 が 確 定 で き る 場 合 と･ 共 同 作 業 の 場 合 に は､

作 業 の 質 の 評 価 を含 め て 点 数 計 許 が な さ れ､ 個 人 で 終 年 請 け 負 う 場

合 に は､ た だ 労 働 E]数 に応 じて 計 許 す る の で あ る｡ そ の 作 業 の 具 体

的 中 身 が 不 uJlで あ る が､ 作 業 の 質 の 評 価 問 題 が 生 じる の は､ 前 二 者

に 限 られ る こ と に な る｡

* 戟 *

圃 場 作 業 の 質 を チ ェ ッ ク す る た め の 制 度 と して､ 1957年 に は ｢rモ
任 田 制 度 ｣ が 作 られ た｡

生 産 隊 の 戯 作 業 は 通 常､ 生 産 組 (さ ら に そ の 下 の 生 産 中 組 ) に よ

っ て 行 わ れ る が､ そ の 作 業 を 管 理 す る組 織 と して ｢Idi任 田 小 組 ｣ が

設 置 さ れ た｡

そ の 主 賓 な 機 能 は ･･･
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第 1 に､ 生 産 隊 の 指 串 に 協 力 して 各 作 物 の 耕 作 作 業 時 州 を 適 宜

提 起 す る こ と｡

第 2 に､ 高 級 社 の 労 働 ノル マ や 作 業 の 質 に対 す る 要 求 に照 ら し

て､ 生 産 隊 長 や 生 産 組 長 が 作 業 の 田 を 傾 丑 す る の を 助 け､ あ る 作

物 の 種.7-の 処 理 ･作 付 ･中 桝 除 草 ･収梢.炎 荷 脱 穀 .倉 挿 搬 入 後

の 保 管 な ど各 作 業 の 質 の検 査 を 実 施 す る こ と｡

第 3は､ 毎 日生 産 組 が 作 業 を終 了 す る帖 に､ 王‡任 田 小 組 の 摘 成

員 は 生 産 組 長 や 生 産 隊 長 を助 け て､ 作 業 の 評 価 を行 う こ と､

で あ る｡ こ の ｢デ主任 ED小 組 ｣は 各 生 産 牌 で 複 数 組 稲 され る｡ ｢例

え ば､ トウ モ ロ コ シ J｡1任 田 小 組､ 大 豆 1円 任 田 小 組 .コ ウ リャ ンlgl任

EEl小 組 な ど ｣ 作 物 晦 に設 置 さ れ る｡ つ ま り､ rrt任 田 小 組 ｣ は､ 自

らが 式 任 分 担 さ れ た 作 物 につ い て､ 作 業 進 行､ 各 作 業 ノル マ完 成 時

点 で の 作 業 評 価､ 日 々 の 作 業 の 評 価､ な どの 面 で､ そ れ ぞ れ の 持 ち

場 か ら生 産 隊 長 や 生 産 組 長 に提 言､ 援 助 を 行 う の で あ る｡

｢責 任 田 小 組 ｣ は､ 生 産 隊 を範 囲 と して､ Eg113- 4 に示 した よ う

に､ 括 軌 の 中 心 的 部 分 と一 般 的 構 成 員 とか ら､ 全 隊 員 を構 成 員 と し

て 編 成 さ れ る｡ 図 示 した の は､ 第 二 生 産 隊 を 例 と した もの で あ る が､

大 豆 責 任 田 小 組 な ど作 物 毎 に 5つ の 小 組 が 紹 成 さ れ た｡ 同 生 産 隊 で

は､ 生 産 組 は 年 間 固 定 して い る が､ そ の 下 に 生 産 小 組 が 設 置 さ れ て

い な い の で､ 作 物 別 に ｢i守任 田小 組 ｣ が 設 置 され る (工 芸 作 物 と野

菜 は 一 つ の 小 組 が 担 当 す る )｡

こ の ri等任 悶 小 組 ｣ は､ 作 業 単 位 で は な い の で､ そ の構 成 員 は 過

常 は 生 産 小 紙 に 所 屈 して 戯 作 業 に従 IfJtL､ 作 業 の 管 理､ 労 働 評 価 を

行 う 隙 に は､ 改 め て rfi任 u]小 組 ｣の 摘 成 員 と して 痛 軌 を 行 う｡ 一

般 に､ 一 つ の 生 産 小 組 に は 複 数 の ｢lgl任 田 小 組 ｣ の梢 成 員 が .混 在 す

る こ と に な る が､ 自 分 の 生 産 小 組 の あ る作 物 の 作 業 の 評 価 に つ い て

は､ 閲 与 せ ず､ 所 屈 外 の 生 産 小 組 の 作 詔 の 評 価 に の み 閲 与 す る｡

例 え ば､ あ る 生 産 組 に は 3名 の 組 員 が い る が､ そ れ ぞ れ が 大 豆 頁



一再

凶13-4 生産隊における ｢fi仕uj｣制JE

(双城脱 廃城高級41 第二生産隊､ 1957年 )

責任田小組の規成方法 組長 2名

偶成貝 中心的部分 生産隊長､ 各生産組長､ 党員､ 阿貝､

技術員､隊員 12名 (除草作業担当)

トウモロコシ

責任田小組合紙

作光進行､..検査方法検討

トウモロコシ中耕作光

の検査

工芸作物 ･野菜

責任田小組

l- -一一-トトウモロコシ責任田小組捕成員

検査への参加 : 大豆責任田小組捕成貝

; 莱責任田小組偶成貝=･-etc.

資料 ;栽131 1に同 じ｡

′叫
任 田 小 組 ･受 託 任 田 小 組 ･ トウ モ ロ コ シ lT7任 田 小 組 に 別 々 に配 置 さ

れ て い る 可 能 性 が あ る｡ この 貝 任 田 小 組 で 大 豆 の 中 JJF作 業 を 行 う 場

合 に は､ 大 豆 )7i任 Dl小 組 に所 屈 す る社 員 は 別 の 生 産 組 の 大 豆 中 排 作

業 の 質 を 検 査 し､ そ れ らの組 が大 豆 の 中 排 作 男 の 質 を 維 持 す よ う に

JB助 す る｡ ま た､ コ ウ リャ ン の 中 榊 を 行 う場 合 に は､ コ ウ リャ ン Tf

任 田 小 組 の 構 成 員 は､ 別 の 生 産 組 の 作 業 の 質 を傾 査 す る｡ この よ う

に して 絹 に相 互 に作 業 の 質 の 検 査 を受 け 持 っ て い る｡

言 い換 え れ ば､ ｢lTLri任 田 小 組 ｣ は､ 生 産 組 が 作 業 の 質 的 達 成 に 力無

再 任 に な る の を カ ヴ ア - す る た め の 社 員 相 互 で 節 三 者 の 立 場 か ら作

業 の 質 を 検 丑 す る 制 度 で あ り､ そ こ か ら 自分 の Ji71HLdす る生 産 小 組 の

評 価 を 帽 黙 の 内 に甘 くす る可 能 性 を排 除 して い る｡

ま た､ ｢ii任 B]小 組 ｣ 内 部 の 管 理 に つ い て は､ そ の 梢 成 員 が 任 務

を 達 成 す る よ う に､ ｢生 産 陽 内 部 で 規 定 して 各 i*f任 山 小 紺 が 定 州 的

に会 言月を l娼催 し､ そ の 生 産 組 の 作 業 の 傾 塵 や 作 業 配 分 に つ いて 検 討

す る ｣｡ そ して､ ｢各 j=di任 田 小 組 の 摘 軌 は 晦 l=1及 び 各 季 BTI晦 に表 彰

と批 判 が 行 わ れ る｡ 被 検 査 者 は 挽 査 者 の 検 査 と指 串 を 尊 重 す る こ と

が 必 賓 に な る ｣､ と さ れ た｡

さ て､ 前 編 節 9苛 で は､ 初 級 社 にお け る作 業 の 田 の 評 価 問 題 を､

土 地 改 革 前 の 屈 用 関 係 と の 比 較 を 行 っ た が､ こ の 慶 城 高 級 社 に お け

る ri守任 田 小 組 ｣ の 制 度 は､ 初 班 社 の 生 産 陽 極 の 部 後 的 評 価 の 方 法

と ど の 様 な 変 化 を も た らす も の で あ っ た の か?

初 級 社 の 生 産 隊 で の 隊 員 問 の 作 業 の 質 の TJT後 的 評 価 が､ 評 価 を 追

る人 指‖姻係 の 悪 化 - 労 働 意 欲 の 減 退 と言 う潜 循 環 を結 果 す る恐 れ の

あ る こ と が 指摘 して き た｡

そ れ と対 比 す る と､ ｢Ft任 田小 組 ｣ は､ 作 美 単 位 と評 価 単 位 を 厳

し く切 り紙 す こ と に よ っ て､ 作 業 評 価 を 巡 る `̀紛 争 " が 生 産 組 内 部

に発 生 しな い､ 外 部 者 が 作 業 評 価 を行 う機 榊 を刑 山 した こ と に な る｡

しか も､ 被 検 盛 者 (生 産 組 ) の 検 査 者 ( ri‡任 田 小 組 → ) に対 す る

服 従 が 規 定 さ れ て お り､ 検 査 者 の 出 した結 論 が 実 際 に尊 虚 さ れ る な

らば､ 言 わ ば 屈用 主 → 作 業 グ ル ー プ と言 う屈JT目測係 に 類 似 した 状 況
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が 創 出 さ れ た こ と に な り､ 作 業 の 質 の 評 価 に 伴 う "紛 争 " の 発 生 は

抑 制 され る こ と が 則 持 さ れ る｡

だ が､ 全 く逆 の､ つ ま り初 級 社 と同 じ結 架 に柑 結 す る 可 能 性 も 存

在 す る｡ も し も､ ri!=壬田小 組 ｣ の "権 威 " が Rl一曲 さ れ な い機 合 に

は､ 作 業 評 価 を 巡 る 不 満 や 不 信 感 が､ 生 産 腸 全 体 に晶 延 す る と 言 う

悪 循 環 に 陥 る こ と に な る｡

た だ､ どち らの 可 能 性 が 大 き い か は 一 概 に は 言 え な い｡ 例 え ば､

後 者 の 可 能 性 を よ り高 め る と思 わ れ る の は､ 作 業 IEuの r点 数 ｣ 配 分

は 生 産 隊 独 自 に 行 わ れ る 点 で あ る｡ な ぜ な ら､ 作 業 内 容､ 作 物 晦 の

｢点 数 ｣ の 差 は, 生 産 隊 に割 り当 て られ た ｢点 数 総 研 ｣ の 範 囲 内 で

調 整 され る た め､ 個 々 の 生 産 組 Fu]で ｢点 数 ｣ の 呼 い合 い が､ 作 業 評

価 の 局 面 で llfH'liす る 恐 れ も あ る か らで あ る｡

しか し､ 生 産 組 と rln 任 凹 小 組 ｣ の 仰 J)RLR は､ 完 全 に 延 な る こ と

な く､ yut綜 して い る わ け で あ る か ら､ 個 々 人 の 共 な る ベ ク トル で の

思 惑 が 打 ち 消 しあ っ て､ 結 果 的 に は､ ｢王‡任 田 小 組 ｣ の 決 定 に 対 す

る不 満 を jqlえ 込 む こ とが 可 能 に な る か も知 れ な い｡ も ち ろ ん､ こ の

場 合 に も､ 不 満 は押 さ え られ て も､ 構 成 員 の 労 働 意 欲 が よ り低 位 に

安 定 して しま う 可 能 性 が 付 き ま と う こ と に な る｡

D ) 生 産 手 段 利 用 ･管 理 制 度 一段 具 と役 畜 の 管 理 一

続 いて､ 農 具 と役 畜 の 管 理 制 度 の 整 備 状 況 を 考 察 す る｡

ま す､ 農 具 の 管 理 で あ る が､ 慶 城 高 級 社 で は ｢各 生 産 隊 は 財 務 謂

負 ( ｢包 財 務 ｣ -菅 沼 ) を 前 提 に､ 物 品 の 利 用 と保 管 の 形 態 を 確 定

す る ｣ と さ れ､ ま た ｢そ れ に 関 す る貿 別 制 度 を 確 立 す る ｣ と さ れ た｡

農 具 の 利 用 .管 理 方 法 は､ Eg113- 5の 左 半 分 に示 した 通 りで あ る｡

そ れ は､ 戯 兵 の 機 頬 と利 用 の 必 要 か ら､ 個 人 利 用 と生 産 小 組 利 用､

さ ら に通 年 利 用, 季 節 利 用､ 臨 時 利 用 に 分 け られ る｡

通 年 利 用 の 場 合 は､ 脱 臭 を 生 産 様 か ら貸 与 さ れ､ そ の 利 用 を 謂 け

負 い､ 利 用 者 が 年 nLuを通 じて 利 用 と保 管 を 分 担 す る｡

季 節 利 FTl､ 臨時 利 用 の 場 合 に は､ そ の 都 度 生 産 隊 の 保 管 要 員 か ら

図 13-5 高級社における農具､役畜利川管理休制

(双城県､座城高級社､ 1957年 )

季 節貸与

臨 時堤与

辿年 貸与

保管 言f7白

ヨ三僅 l嫁

生産隊長 ･畜産安fl↓

資用支出

fl-刑 ･

農具管理

. ぎ ;賞削
I I l

↓ 1 ↓

m曙

;役畜発仰 .I

十状況報告 :役畜交配指示

;-- L--←

資料 ;表 13-1に同 じ｡



/i//i

借 り受 け て､ 利 川 州聞 巾 は 利 用 者 が 管 理 し､ 返却 後 は 保 竹 嬰 n が 竹

埋 す る｡

農 具 利 川 にfAJす るrf別 方 法 に つ い て も 具 体 的 規 定 が な さ れ､ 生 産 小

組 単 位 で 節 約 し た 支 出 部 分 に つ い て は､ r高 城 祉 管 理 委 員 会 が 規 定

した 奨 励 比 率 で 各 々 の 摘 l成員 に労 働 日 を 分 配 す る ｣｡ 個 人 が 利 用 し

た も の に つ い て は､ そ の 個 人 に対 して 奨 励 す る｡

ま た､ ｢人 為 的 原 因 で 生 じた 段 具 の 損 傷 は､ そ の 当 !打者 に 損 害 鮒

に応 じて 弁 Jf(さ せ る ｣ と さ れ た｡

* * メ(

次 に役 畜 の 利 用､ 管 理 体 制 は､ 同 園 の 右 半 分 に 示 した 通 りで あ る｡

役 畜 の 利 用､ 管 理 の 全 般 に つ い て は､ 生 産 隊 長 と生 産 隊 の 畜 産 要

員 が 担 当 す る｡ 生 産 緒 で は､ ｢一 般 的 な 飼 育 方 法 や 使 役 方 法 の 規 定

以 外 に､ 各 段 作 業 時 lllJの 粗 飼 料 と穀 物 飼 料 の 定 崩 が 規 定 さ れ て い る｣

｡ そ して､ 日 印 的 な 使 役 や 飼 育 は､ そ の 規 定 に した が っ て､ 生 産 紬

の ~ つ で あ る 使 役 組 の 使 役 安 貞 と畜 舎 の 管 渦!を 受 け持 つ 飼 育 組 の 飼

育 要 員 と に よ っ て そ れ ぞ れ 分 担 さ れ て い る｡

ま す､ 役 畜 作 業 を 行 う 期 間 に は､ 役 畜 の 利 用 ･管 理 は 飼 育 要 員 と

使 役 要 員 の Fljlの 迎 携 .引 継 制 度 に従 っ て 遂 行 さ れ る｡

つ ま り､ 作 業 を 行 う 日 に役 畜 を 畜 舎 か ら出 す 際 に､ 使 役 要 員 は 役

畜 が 十 分 に食 べ て い る か､ 病 気 が な い か を チ ェ ッ ク し､ - 日の 作 業

終 7 後 に畜 舎 に 退 却 す る 際 に は､ 飼 育 要 員 は 役 畜 が 酷 使 さ れ 過 ぎ て

い な い か､ 負 侶 して い な い か を チ ェ ッ ク す る｡

ま た･ 役 畜 の 緊 削 こつ い て は､ 母 馬 が 発 情 した ら､ 使 役 要 員 と飼

育 要 員 両 方 が 生 産 隊 長 に 報 告 す るo そ して､ 報 告 を 受 け た 隊 長 と畜

産 要 員 は､ 母 馬 を 使 役 か ら外 して､ 交 配 す る よ う に指 示 す るD も し､

母 馬 の 発 偶 の 報 告 を 怠 っ た り､ 適 期 に 交 配 を 指 示 しな け れ ば､ そ れ

ぞ れ の 報 告 お よ び 指 示 iB任 者 が､ そ の m 尖 を 引 き 受 け る こ と に な る｡

こ の よ う に､ 生 産 随 は､ ｢包 財 務 ｣ と ｢包 桝 畜 ｣ の 二 つ の 制 度 の

~Fで､ 高 級 社 か ら役 畜 と段 具 の 利 用 管 理 を 謂 け 負 っ て い る が､ 生 産

体 内 部 で は､ 各 々 の 管 理 者 と利 用 者 の 問 の T日工分 担 が 割 り 当 て られ

///3-

て い る｡

だ が､ 詳 細 が 明 確 で は な い もの の､ 戯 只 の 保 g･要 員 や 役 畜 の 使 役

要 員 な ど の 管 理 i!i任 者 は 脱 臭 の 破 m や 役 畜 の 煎快 を 忌 避 し､ 利 用 者 . .

は 作 業 ノ ル マ を 消 化 す る ため に､ 腿 具 や 役 畜 を結 果 的 に酷 使 して し

ま う 恐 れ が あ ろ う｡ 従 っ て､ この 体 制 の 問 題 点 は､ 各 々 の ldi任 分 担 ●

か ら生 じ る利 富 対 立 を如 何 に して 調 整 す る か､ と 言 う 点 に 存 在 す る

と考 え られ る｡

E ) ｢四 包 ｣ 制 J&'実 施 の 実 際 問 題 一m ･郷 工 作 組 に よ る 介 入 -

こ れ ま で は､ ｢四 包 ｣ 制 度､ iT'i任 m 制 度 お よ び 小 段 計 画 制 度 を 制

度 間 題 と して 考 釈 し た｡ そ こ で､ 本 項 で は 本 Wlの La後 と して､ ｢四

包 ｣ 制 度 の 徹 底 そ の も の が､ 一 つ の 上 か らの 迎 glJu (軌 員 )過 程 と し

て 展 榊 せ ざ る を 子uな か っ た こ とを 椛 記 し､ 続 い て､ 生 産 陳 の 利 宵 に

対 して 一 定 の 細 砂 を 余 偶 な く され た 邪 例 を 考 群 す る.

こ れ ま で す【例 と して 取 り上 げ た慶 減 荷 級 祉 で も､ ｢凹 包 ｣制 度 の

実 施 過 程 で 様 々 な 問 題 が 発 生 し､ そ の 改 酋 過 程 で ｢個 別 作 業 計 画 ｣

(原 語 は ｢小 段 計 画 ｣ ) や ｢責 任 田 ｣制 度 が 作 られ た こ と に言 及 し

た｡ そ こ で､ 本 項 で は､ 1956年 春 に高 級 社 が 普 遍 的 に 設 立 され た 後

の､ ｢四 包 ｣ 制 度 の 普 及､ 整 備 状 況 につ い て､ 黒 屯 江 省 の 全 般 的 状

況 を 考 察 す る (註 8)｡

黒 竜 江 省 全 体 の 状 況 は 以 下 の よ う に述 べ られ て い る｡

ま す､ ｢四 包 ｣ 制 度 は､ 1957年 春 に な っ て､ 各 高 級 社 で 普遍 的 に

採 用 され る よ う に な っ た｡

そ の た め､ 策 1に ｢生 産 隊 が 社 員 の 日鰐 生 活 と生 産 括 軌 を 直 は 組

織 す る fi任 が 増 大 した｡ 従 っ て､ 生 産 ほ の 工 作 が 合 作 社 の 日常 的 管

理 の 酋 し恋 しや 四 包 制 度 の 成 否 を決 定 す る ｣ よ う にな っ た こ とが 指

摘 さ れ て い る｡

しか し､ 他 方 で ｢高 級 祉 幹 部 の 中 に は 四 包 制 度 の 実 施 以 降･ 指 前

す る手 間 が 軽 くな っ た､ あ る いは 高 級 礼 の 管 理 問 題 か ら永 久 的 に解

放 さ れ た､ と考 え る もの が い る ｣ とか ｢生 産 隊 長 が 四 包 制 度 の 下 で
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指 甫 す る 経 験 が 大 変 不 足 して い る ｣ と認 識 さ れ る 状 況 が 存 在 し､ ｢

四 包 制 LR の 形 骸 化 が 進 行 ｣ して い た と 言 う｡

こ こ で 把 握 さ れ て い た 高 級 祉 迎 首 の raJ腿 は､ 生 産 隊 の 指 導 休 制 の

確 立 とそ の 強 化 と して 整 理 で き よ う｡

そ の た め に､ 次 の よ う な 対 顕 が こ う じ られ た｡

ま す､ ,m お よ び 郷 の 幹 部 に つ い て は､ ｢描 級 祉 管 理 委 員 会 を 通 じ

て､ 生 産 隊 や 生 産 過 程 の 間 Efi点 を 検 討 ･解 決 し､ 経 験 を改 み 取 る ｣

こ と が1足唱 さ れ た｡

次 に､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の レベ ル で は､ 満 組 社 の 幹 部 (管 理 委 員

会 の 構 成 員 ) は､ ｢生 産 隊 を 助 け て､ 四 包 制 JR'実 施 以 降 の 状 況 を 柑

ま え､ 生 産 隊 の 生 産 指 導 状 況 を改 酋 す る｡ 大 部 分 の EI#rliJを 使 っ て､

生 産 ほ と生 産 過 程 に直 は 入 り込 ん で 具 体 的 相 称 を 行 う ｣ よ う に 指 示

さ れ た｡

本 群 の 目蛸 で も触 れ た よ う に､ 管 理 費 El会 の 付目戎員 が itiに委 員 会

内部 の 業 務 分 担 を こ な す だ け で は な く､ 自 ら作 業 域 切 に入 っ て 指 噂

経 験 を 税 む ぺ く 自 己 訓 練 す る こ とが､ 省 内 全 般 に お い て も 強 調 さ れ

た の で あ る｡

そ の 目的 は､ 尽 終 的 に は 生 産 隊 長 の 指 導 他 力 の 向 上 に あ り､ ｢福

紘 社 の 管 理 水 準 の 向 上 と 四 包 制 度 の 実 施 上 の 東 壁 な 条 件 ｣ で あ る と

さ れ た｡

ます､ さ き に 触 れ た 県､ 郷 お よ び 高 級 社 の 幹 部 は､ ｢ "参 謀 " の

役 を 務 め て､ 生 産 隊 長 が 生 産 隊 の 管 理 工 作 に 熱 通 す る よ う に具 体 的

にi頚肋 す る ｣ こ と と され た｡

特 に､ 高 級 社 の 幹 部 は ｢生 産 隊 長 を 助 け て rl任 を も っ て 具 体 的 に

援 助 す る 以 外 に､ 高 級 社 の 中 に重 点 生 産 隊 を 設 立 し､ 経 験 を 改 み 取

り､ 定 州 的 に生 産 隊 長 会 報 を 開 催 して､ 生 産 随 指 串 に fXJす る経 願 交

流 を 行 う ｣ も の と さ れ た｡

本 章 冒 頭 で も 指 摘 した よ う に､ こ れ は､ 初 級 祉 設 立 過 程 で 採 用 さ

れ た ｢互 助 合 作 網 ｣ と同 じ考 え 方 で あ る｡

ま た､ ｢共 産 党 の 郷 総 支 部 は 必 輩 に応 じて､ 郷､ 高 級 社､ 生 産 隊
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三 組 の 幹 部 会 誠 を Ⅰ娼催 して､ 経 験 交 流 を行 い､ 当 面 の IRl題 点 を 解 決

し､ 高 級 祉 幹 部 と生 産 隊 幹 部 の 管 理 能 力 を 向 上 させ る ｣ と さ れ た｡

こ う して､ 高 級 社 の 生 産 隊 長 と言 う ス タ ッ フの 育 成 は､ 県､ 郷 お . L

よ び 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 3着 が 上 か ら生 産 陽 に 由 は 介 入 して 指 申 す

る方 式 で 進 め られ る よ う に指 導 さ れ た の で あ る｡

次 に､ こ れ らの 上 か らの 指 導 の 受 けAuとな る生 産 隊 の 指 串 体 制 は､

以 下 の よ う に 缶 備 す る こ とが 唱 わ れ た｡

全 体 的 に は ｢生 産 嫁 の 指 導 だ 任 が 虚 くな っ た と 言 う新 しい状 況 に

対 応 して､ 生 産 隊 の 民 主 的 管 理 制 肢 を 碓 立 ･整 鵬 す る ｣ こ とが 威 調

され た｡

そ の た め に､ ｢生 産 隊 に お け る共 産 党 小 紬 の 中 核 的 作 用 を強 化 し､

ま た 生 産 隊 業 務 会 誠 を整 備 して､ これ を 生 産 陽 の 目将 的 生 産 括 軌 の

基 本 的 相 中 形 態 とす る ｣ こ と､ ま た生 産 隊 全 体 の 生 産 計 内 や そ の 遂

行 に つ い て は､ ｢隊 員 大 会 で 討 消 して 大 衆 の 卸 恋 をiJさめ､ 正 しい 決

定 を 下 し､ 隊 員 に生 産 隊 全 体 の 括 軌 目的 につ い て 理 解 させ､ 主 体 的

に生 産 陣 の 管 理 に参 Juuさ せ､ 生 産 隊 の 生 産 任 務 を 完 成 す る ｣ こ と那

提 唱 さ れ た｡

っ ま り､ す で に触 れ た 生 産 隊 の 業 務 会 誠 と新 た に示 され た共 産 党

小 組 とが､ 生 産 隊 の 指 導 部､ す な わ ち 上 か らの 指 串 の 受 け nllと な り､

隊 員 大 会 で 個 々 の 構 成 員 を 動 員 す る と言 う体 制 の 整 備 が 提 起 さ れ た

の で あ る｡

こ れ らが､ ←生 産 隊 に 対 す る管 理 工 作 を強 化 して､ 高 級 社 の 管 理

水 準 を高 め､ 生 産 計 画 と四 包 制 度 を社 員 の 日 柿 的 生 産 活 動 の 中 に 丹

徹 さ せ る ｣ た め の 体 制 で あ っ た｡

* * *
本 項 で 使 用 し た 汽 料 は､ 射 屯 江 省 全 休 の 状 況 と方 針 を示 した に過

ぎな い が､ 当 時 の 状 況 と して 整 理 す れ ば､ 節 1に､ 高 級 社 の 管 理 体

制 の 機 軸 を な す ｢四 包 ｣ 制 度 の､ IrJt実 上 の 執 行 主 体 で あ っ た 生 産 棟

が 実 際 に 機 能 して い な い こ とが 指 摘 さ れ て い る こ とで あ るo

そ して､ 第 2 に そ れ に 対 して､ 県 → 郷 - 編 組 祉 ->生 産 隊 と言 う指
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導 体 制 を 確 立 して､ 高 級 祉 幹 部 と生 産 牒 (隊 長 ) に ｢四 包 ｣ 制 腔 を

実 施 させ る よ う に リ.TL 郷 の 側 に動 員 す る 対 蹄 が 選 択 さ れ た こ と で あ

る｡

こ の こ とは､ 言 い 換 え れ ば､ 1955年 末 か ら1956年 番 に か け て 描 級

社 が 一 気 に 設 立 さ れ て も､ "合 作 化 巡 動 " が 完 7 した わ け で な い こ

と を 示 して い る｡ む しろ､ 56年 番 時 点 で は 柘 級 社 と い う建 前 が 作 ら

れ た だ け で､ そ の 内 実 を 備 え る に は､ 高 級 祉 管 理 制 腔 の 普 及 ･徹 底

と い う上 か らの 軌 員 を 引 続 き強 化 す る こ とが 必 要 で あ っ た の で あ る｡

本 章 の 冒頭 で み た よ う に高 級 礼 に は 社 員 大 会､ 隊 員 大 会 に よ る 大

衆 的 意 志 決 定 機 梢 が 設 置 さ れ, ま た管 理 委 員 会 や 生 産 陽 業 務 会 報 で

の 袋 EfI指 群 体 制 の 確 立 が 提 唱 さ れ た が､ ｢四 包 ｣ 制 度 の 普 及 過 程 で

上 か らの 直 †要介 入 方 式 に よ る 指 苛 が 入 っ た後 に､ これ らが 実 際 に 鰭

能 で き る よ う な､ 郷 と高 級 祉 管 理 要 員 会 との I対係､ ま た 管 理 委 員 会

と生 産 隊 の 関 係 が 保 持 さ れ た の か も Fuj脳 で あ ろ う｡

F )高 級 社 か ら生 産 隊 へ の 指 導 ･服 従 関 係 -第 1節 と第 2節 の ま

とめ 一

本 第 2節 で は､ ｢四 包 ｣制 度 の 実 行 体 制 を 考 察 した が､ 本 項 で は､

第 1節 の 考 察 結 果 と も併 せ て､ 生 産 隊 と管 理 委 員 会 の 関 係 を 中 心 に

制 度 面 か ら整 理 す る こ と とす る｡

ま す､ 第 1節 で 指 摘 した ｢四 包 ｣制 度 の 閲 題 点 を 見 る な らば､ そ

こで 指 摘 され た の は､ ｢労 働 点 数 ｣分 配 を 巡 る､ 高 級 祉 管 理 委 員 会

と生 産 隊 の 閲 の､ そ して 生 産 隊 閲 の 利 害 聞 RZiで あ る｡

｢四 包 ｣制 度 の 個 々 の 部 分 に つ い て の 考 察 で は､ 第 1に､ ｢包 工｣

制 度 に つ い て は､ 管 理 委 員 会 か ら下 達 さ れ た r労 働 点 数 総 幼 ｣ の 枠

内 で は､ ｢点 数 ｣ そ の も の の 収 碓 物 に換 許 し た価 値 が､ 高 級 社 全 体

の 作 柄 に規 定 さ れ て しま う と言 う 間 腿 や､ 作 業 の 効 率 化 と労 働 力 の

浪 費 が 分 別 さ れ な い 問 題 が 発 生 す る可 能 性 を 指 摘 した｡

第 2 に､ ｢包 産 ｣制度 で も ili収 ノル マ の 超 過 速 成 が ｢労 働 点 数 ｣

の 追 加 給 付 と言 う､ 全 体 の 作 柄 iLu何 で は El減 りす る可 能 性 の あ る 坤
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位 で 評 価 さ れ る こ と に発 して､ 生 産 陽 の 利 粥 I糊A2iが 生 じ糾 る こ と を

指 摘 した｡

弟 3に､ ｢包 jJl畜 ｣制 L&--で は､ 役 畜 の 飼 育､ 繁 殖 と作 業 ノル マ ( . 1

｢包 工 ｣ ) に 規 定 さ れ る使 役 と い う､ 生 産 隊 内 排 の 利 害 間 脳 が 指 摘

され た｡

第 4に､ r凹 包 ｣ 制 度 全 体 につ いて 見 る と､ 生 産 陽 の 梢 成 員 で あ

る牒 員 の 所 得 は､ 一 つ は ｢労 働 点 数 総 額 J や ｢包 肘 務 ｣制 度 の 現 金

支 出 限 度 枠 の 大 枠 に 限 界 付 られ て お り､ 二 つ 目 に ノル マ の 超 過 達 成､

特 に増 産 を 達 成 した 場 合 に も､ そ の 多 くは珊瑚.委 員 会 に所 J威 し生 産

隊 の 隊 員 の 所 /I.rjに 虚 は 反 映 す る部 分 は 限 られ て い る こ と､ 三 つ 目 に､

減 産 した 場 合 に は r点 数 絶 Wt｣の 削 減 な どで irrJせ られ る こ と､ な ど

に規 定 さ れ る｡ つ ま り､ 生 産 隊 員 の 所 'Ltf増 大 を低 め に 抑 え､ 管 理 要

員 会 の 計 画 外 の ｢点 数 ｣ 配 分 や 3-lLJTj支 LLL.の Jt.Tt大 が 抑 制 され る こ と が

｢凹 包 ｣ 制 度 の 特 徴 で あ り､ そ れ が U･埋 葬 日 金 と生 超 随 の 益 本 的 な

利 富 閲 係 を 偶 成 して い る こ とが 指 摘 さ れ た.

第 2節 で 考 察 さ れ た ｢四 包 ｣制 度 の 実 行 体 制 の 本 質 は､ 基 本 的 に

こ の よ う な 生 産 隊 と管 理 委 員 会 の f姐係 あ る い は 生 産 隙 間 の 関 係 を､

順 調 に 保 持 す る た め の 体 制 の 整 備 で あ っ た｡

ま ず､ r個 別 作 業 計 画 ｣ と r個 別 作 業 財 務 計 画 ｣ の 鋳 定 は､ 生 産

隊 に現 金 を 直 様 扱 わ せ ず､ そ の 支 出 方 法 が 管 理 委 員 会 の 審 査 と批 准

を そ の 都 度 受 け る よ う に され る一 方 で､ 個 々 の 労 働 力 は, 末 端 の 作

業 小 組 に 至 る､ 細 部 に破 る人 員 配 置 と作 業 進 行 計 画 に よ っ て 統 制 さ

れ る と言 う､ 労 働 力 と現 金 の 計 画 通 りの 利 用 を補 強 す る も の と して

行 わ れ た｡

ま た､ ｢四 包 ｣制 度 の 各 種 ノル マの 決 定 は､ 管 理 委 員 会 が 直 接 指

導 す る ｢作 業 試 験 小 組 ｣ で の 実 験 を通 じて 行 わ れ る｡

生 産 緒 に は､ 各 自 の 状 況 に応 じた作 業 間､ 季 節 IILHの ｢点 数 ｣ 配 分

の 調 整 が 認 め られ た も の の､ そ の 大 枠 は 季 W･毎 に チ ェ ッ ク す る こ と

で ｢労 働 点 数 総 櫛 ｣ の 増 大 を 制 限 す る 制 度'が 整 OE･?さ れ て い た｡

｢四 包 ｣ 制 腔 と そ の 実 行 体 制 は､ 計 画 や ノ ル マ が 作 業 を 通 則 に 行
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い､ 牌 貝 の 川 越 患 欲 を 引 き山 し､ 柘 級 祉 全 休 と して 企柑 Jtg産 を 退 城

す る こ と を 本 来 の 主 旨 と して い たD しか し､ い ま 盤 FJiした よ う に､

こ の 体 制 は､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 生 産 隊､ そ れ を 通 じ た 生 産 組･ 生

産 小 組 へ の 統 制 を強 化 し､ 特 定 の 生 産 隊 が､ ｢労 働 点 数 ｣ 配 分 に お

い て も現 金 支 出 に お い て も突 LLiせ ず､ 当 初計軸 の 変 史 を も た ら さ な

い よ う に す る も の で あ っ た｡

な お､ 閉 域 作 業 と役 畜 利 用 ･管 理 作 業 の ilinの 保 証 と労 働 評 価 の 問

題 は､ ｢lTt'l任 田 小 組 ｣制 度 と役 畜 の 使 役 組 と飼 育 組 との rH]の 相 互 チ

ェ ッ ク制 度 に よ っ て 脈 映 され よ う と して い た が､ そ れ 自休 も 実 隙 に

どの 様 に 機 能 し柑 る か は､ 疑 ru]の あ る も の で あ っ た｡

こ の よ う な 他 梢 の 制 度 が､ 実 際 に ど の 様 に 普 及 さ れ て 行 っ た の か､

を 見 る な らば､ そ れ は 県､ 郷, 高 級 祉 管 理 委 員 会 が 上 か らの 軌 貝 体

制 を 組 ん で 進 め られ て 行 っ た の で あ る｡

そ こ で､ 砧 級 祉 管 理 委 員 会 と生 産 陳 の 実 際 の (対係 が どの 様 な も の

で あ っ た の か､ 生 産 隊 の 性 格 に注 目 しつ つ 次 節 で 考 察 す る こ と と す

る｡
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第 3節 生 産 隊 の 作 業 ･経 営 守 則 HJ越

前 2節 で は 生 産 隊 の 作 業､ 経 営 管 理 の 制 腔 を 考 窮 した が､ そ こ か

らは､ ｢四 包 ｣ 制 度 自体 が 特 定 の 生 産 ほ の 陣 貝 の 所 /T妹が 突 出 して 増 A .

大 す る こ と に対 して 抑 制 的 で あ り､ 各 種 ノル マ の 決 定 方 法 や ｢個 別

作 業 計 画 ｣ お よ び ｢個 別 作 業 財 務 計 画 ｣ が､ r凶 包 ｣ 制 度 の ノル マ､

｢労 働 点 数 ｣ 配 分 を 生 産 隊 に 上 か ら徹 底 さ せ る も の で あ っ た こ と を

指 摘 して き た｡

本 節 で は､ こ れ らの 考 察 結 果 を 招 ま え て､ 高 地 祉 管 理 委 Fi会 と坐

産 隊 の f対係 を､ 個 別 邪 例 か ら具 体 的 に 考 釈 す る こ と を 目的 と して い

る｡

そ の 場 合 に､ 注 意 す べ き こ とは､ 高 組 社 が 行 政 村 単 位 に設 立 さ 礼

た 点 で あ る｡ 言 い換 え れ ば､ 一 つ の 高 槻 社 に は 初 級 社 よ り広 範 囲 の

地 域 が 統 合 さ れ て お り､ そ こ には 自然 村 を越 え た 格 差 =地 域Ftr]WJ差

が 生 産 隊 rl.1]の 格 差 と して 高 級 祉 内 部 に包 含 さ れ い て､ そ れ が 管 理 委

員 会 と生 産 隊 の 実 際 的 関 係 に 反 映 す る こ とを .B LJRす る｡

も ち ろ ん､ こ の こ とは 生 産 隊 の 内部 に農 家 間 の 地 縁 的 な 結 合 が 磨

史 的 に存 在 して き た こ と を証 明 す る もの で は な い｡

む しろ､ 一 つ の 自然 村 内 の 農 家 が 生 産 隊 長 を リー ダ ー とす る 一 つ

の 生 産 隊 に組 織 され､ そ れ が 高 級 社 と言 う一 つ の 経 営 体 に統 合 さ れ

る こ とで､ 管 理 委 員 会 と の 関 係 の 中 で 言 わ ば 地 域 的 利 害 集 団 と して

機 能 す る よ う に な っ た と考 え るの が 自然 で あ ろ う｡

こ の 仮 説 を 急 報 に お い て､ 本 節 で は 生 産 隊 の 作 業 ･経 営 管 理 の 諸

問 題 を 個 別 耶 例 か ら検 証 す る｡

A)生 産 隊 の 管 理 ス タ ッ フ屑 の 脆 弱 化

ま す､ 本 項 で は 行 政 村 を単 位 に 稲繊 礼 が 設 立 さ れ た こ と に よ る､

行 政 村 レベ ル と 自然 村 レベ ル との 変 化 を 概 観 し､ そ して 生 産 隊 の 相

弔 体 制 の 形 成 状 況 を 中 心 に考 察 す る｡

こ こ で 取 り上 げ る 事 例 は､ 呼 蘭 県 双 井 区 膜 壁 村 の 煩 原 高 級 社､

特 に そ の 第 1生 産 隊 の 状 況 で あ る (註 9)｡
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舵 原 高 級 礼 は､ 1956年 に初 級 礼 を去⊆礎 と して､ 腰 壁 材 と い う 行 政

村 を 単 位 に設 立 さ れ た｡

全 社 員 戸 数 は､ 200戸 を 超 え て お り､ 4つ の 生 産 隊 が 置 か れ､ 各 生

産 隊 の 規 棚 50-60戸 で あ っ た｡ こ の 規 模 は ｢従 来 の 初 級 社 と比 べ て

同 じか 大 き い ｣ もの で あ っ た と言 う｡

こ の 生 産 隊 の 戸 数 あ る い は 既 存 の 初 細 社 は､ 小 論 で 見 て き た 土 地

改 革 前 の 状 況 を 比 較 す る と､ 自然 村 (屯 )の 規 模 に相 当 す る｡

1956年 に な る と､ 行 政 村 単 位 で 高 級 社 が 設 立 さ れ､ そ こ に高 級 祉

管 理 委 員 会 が 設 粧 さ れ る こ と に な っ た｡

そ の 人 叫 は､ ｢旧 初 級 社 の 正 副 主 任 目 名 中､ 9名 が 高 級 祉 管 理 委

員､ 2名 が 生 産 隊 長 に な る｡ そ の 他 の 10数 名 の 高 級 祉 生 産 隊 長 は 初

級 利二の 生 産 隊 長 とFn極 分 子 が 担 当 した ｣ と言 う も の で あ っ た｡

つ ま り､ 自然 村 範 囲 で 設 立 さ れ て い た初 級 礼 の 幹 部 (主 任 ) は､

今 度 は 行 政 村 レベ ル の 指 導 者 に "昇 格 " す る こ と に な り､ 自然 村 レ

ベ ル の 指 将 者 が い な くな っ た た め､ 今 度 は 初 級 利二で 生 産 隊 長 を､ 高

級 社 の 生 産 隊､ つ ま り 自然 村 レベ ル の 指 溶 着 に "格 上 げ " す る こ と

が 必 要 に な っ た の で あ る (*)｡

*: こ の 他 に､ 本 章 冒頭 で 述 べ た よ う な rlJF村 画 郷 ｣ と い う 行

政 機 構 改 変 に よ る､ 農 村 末 端 部 の 幹 部 の 人 中 異 動 も 当 然 影 響 した

と思 わ れ る｡

こ の よ う な､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 入 部 に よ り､ ます 幹 部 の 指 導 級

力 の 問 題 が 発 生 した｡

つ ま り､ 高 槻 祉 管 理 委 員 会 の 捕 成 員 で あ る 指 中 的 幹 部 が､ r初 級

社 と比 較 して 指 碍 能 力 が 減 退 した ｣ と言 う1Hj腿 が 発 生 した の で あ る｡

さ らに ｢生 産 隊 長 の 指 申 能 力 ･経 験 が 不 足 し､ 管 理 委 員 会 の 決 定

が 徹 底 で き な い ｣ こ と､ ま た ｢高 槻 社 の 管 理 委 員 に な っ た 元 初 級 祉

主 任 は 管 理 委 員 の 職 務 に 制 約 さ れ て 生 産 隊 の 具 体 的 管 理 工 作 に 習 群!

す る 暇 が な い ｣ と言 うfjI態 が 発 生 した｡
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そ の 他､ ｢管 理 委 員 会 が 生 産 計 臥 土 地 利 用 計 軌 包 産 制 度､ 作

業 ノ ル マ な ど を せ っ か く決 め て も､ 生 産 隊 は そ れ を実 行 で きず, し

か も､ 生 産 隊 晦 の 受 持 ち 範 囲 の 耕 地 の JBも 明 純 で な か っ た ｣ と言 う

生 産 条 件 の 差 異 も間 脳 化 した｡

そ こ で､ 当 初 の 指 帝 的 幹 部 の 入部 の 修 正 と生 産 条 件 の 調 整 が 行 わ

れ た｡

第 1は 人 TJiの 調 整 で あ り､ ｢高 級 祉 管 理 要 員 に な っ た 9名 の 元 初

級 祉 主 任 か ら 6名 を 節 任 して､ 高 紐 祉 生 産 隊 長 に 戻 した ｣ と い う も

の で あ っ た｡

例 え ば､ 第 2生 産 隊 は､ 組 織 が 粥 休 で あ っ た た め､ 管 理 委 員 2名

を そ の 生 産 隊 長 に した. ま た､ 節 4生 産 隊 は､ 行 政 村 LtJ心 の 屯 か ら

150kmも離 れ て お り､ 布f拒な 幹 部 が 選 LE!.で きず､ ま た生 産 隊 の 規 模 も

大 き い た め､ 同 級 祉 副 主 任 を 生 産 隊 長 と して 派 出 した｡

弟 2 に は 耕 地 の調整 で あ り､ ｢生 産 修 道 を 収 越 して 碓 定 して か ら､

管 理 委 員 会 は ま ず 初 妙 的 に桝 作 区 区 分 を行 い､ 次 いで､ 各 生 産 隊 長､

同 労 働 点 数 記 帳 貝､ 老 脇 を召 集 して､ 実 地 で 各 桝 作 区 毎 に地 場 を 決

定 し､ 地 片 棒 の ili収 任 務 や 作 業 任 務 を頗 定 した ｣｡ さ らに ｢生 産 隊

毎 に こ の 任 務 を 地 片 毎 に 再 検 討 さ せ た ｣ と言 う.

弟 3は､ 耕 地 以 外 の 生 産 手 段 の 調整 で あ る｡ 当 初 は ｢第 1､ 第 2､

第 3生 産 隊 は 耕 地 面 積 に 比 べ て 馬 が不 足 して い る が､ 第 4生 産 隊 に

は 5頭 の 馬 が 余 っ て い た ｣｡ しか し ｢こ の 状 況 は､ 生 産 隊 間 の ノ ル

マ達 成､ 増 産 戊 争 を 組 織 す る の に不 利 で あ る ｣ と認 識 され た た め､

｢管 理 委 員 会 は 耕 作 区 の 面 横 や 作 付 作 物 に応 じて 労 働 力､ 役 畜､ 技

術 員 を再 編 成 した ｣ と言 う｡ そ して､ 各 生 産 隙 当 り男 子 労 働 力 60名､

女 子 労 働 力 40名､ 耕 地 面 相 180ha(20地 片 )､ 馬 35頭 に 調 整 さ れ た｡

こ こ ま で で 明 らか に な っ た の は､ ます､ 従 来 自然 村 の 中 の 初 級 礼

で 生 産 を 管 理 して い た初 級 社 の 主 任 が､ 高 級 祉 設 立 後 は複 数 の 自 然

村 を 含 ん だ 高 級 社 の 生 産 の 管 理 業 務 に桝 わ らね は な らな くな り､ ま

た､ 自然 村 レベ ル で は 生 産 を 指 帝 で き る人 材 が 払 底 して しま っ た こ
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とで あ る｡ 小 論 で は 特 に 第 9費 で 初 級 礼 に お け る 作 業 及 び 経 営 rf理

の 間 組 を 考 察 した が､ そ こ で は 多 くの Iill越 が 存 在 して い た｡ 従 っ て､

高 級 社 が 設 立 さ れ る こ と で､ こ の よ う な 人 材 が (む しろ 小 論 で は 指

導 者 の 閲 EEiよ り も初 級 社 の 経 営 管 理 制 度 自体 を rRl越 に した の で あ る

が ) 自然 村 レベ ル か らい な くな っ て し ま う 自 体 が 発 生 した の で あ る｡

さ らに､ ｢増 産 収 争 ｣ の 必 要 か ら生 産 隊 = 臼然 村 Ju｣の 生 産 条 件 の

均 一 化 が 行 わ れ た 点 で あ る｡ こ の 点 に つ い て は､ 次 項 で 別 の 耶 例 か

ら考 察 して ゆ く｡

こ こ で､ 同 稲 班 社 の 第 1生 産 隊 を 例 に､ 生 産 隊 の 変 化 を 考 群 しよ

う｡

第 1生 産 隊 の 前 身 は 弟 1初 級 社 で あ り､ 生 産 条 件 の 調 態 を経 て､

耕 地 面 材1210ha､焔 35紺､ 男 子 労 働 力 65名､ 女 子 労 働 力 53名 と言 う柵

戊 に な っ た｡

生 産 隊 の 内 部 は 4つ の 生 産 小 組 に分 け られ､ 各 組 に 正 副 組 長 計 2

名 が 演 出 され た｡ ま た生 産 隊 に は､ 飼 育 員､ IBi具 保 管 員､ 偽 薬 技 術

員､ 迎 輸 員､ 労 働 点 数 記 帳 員､ 厩 肥 要 員 各 1名､ 計 6名 の 業 務 別 fi

任 者 が 選 出 さ れ た｡

こ の よ う に､ 一 定 専 門 分 化 した 生 産 隊 の 管 理 体 制 が 形 成 さ れ た がt

そ れ は 直 ち に は 機 能 しな か っ た｡

第 1の 閲 畑 は､ ｢青 年 団 貝 で あ る宋 万 発 は 組 長 に な っ た が､ 指 串

に 困 難 を 感 じる よ う に な り､ ま た 記 帳 貝 に な っ た 辛 凝 着 は 適 時 記 帳

を行 え て い な い｡ そ の 他 の 専 門 職 員 も 各 々 の 受 持 ち 分 担 が 明 確 で な

い た め､ や る 気 が 失 せ て しま っ た ｣ こ と で あ っ た｡ そ して､ そ の 原

因 は ｢高 級 礼 の 生 産 隊 は 初 級 社 の 生 産 隊 と組 織 の 規 模 も追 う し､ 労

働 力 や 役 畜 や 作 業 組 織 も 全 く異 な っ て い る た め ｣ で あ る と さ れ た｡

こ の 串 態 に対 して､ ｢生 産 隊 業 務 会 言題を 開 催 して､ 専 門 職 貝 の 作

業 内 容 を 明 確 に し､ 出 勤 ･作 業 検 査 制 度 と生 産 組 間 の 生 産 頼 争 を 組

織 し た ｣ と言 う｡
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第 2の 問 題 は､ ｢生 産 隊 長 の 作 業 指 串 方 法 が 明 経 に な っ て お らず､

隊 長 は 毎 晩 自宅 で 翌 日の 作 業 分 配 を決 定 し､ 剛 に な っ て現 場 で 各 組

に作 業 を 割 り 当 て て い た ｣ こ とで あ っ た｡

こ れ に 対 して は ｢作 菜 計 画 表 を 作 成 し､ 生 産 隊 業 務 会 誠 で 10EH別

の 作 業 内 容 と必 姿 労 働 瓜 を特 定 し､ 各 生 産 組 に そ れ を 割 り 当 て る ｣

よ う に し た｡

同 時 に､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 か らは､ す で に 考 察 した と こ ろ の ｢四

包 ｣ 制 度 の 各 ノ ル マ と ｢個 別 作 業 計 画 ｣ が 下 達 さ れ､ 生 産 隊 の 管 理

ス タ ッ フ の 生 産 隊 管 理 の 指 針 とさ れ た｡

* * *
こ の 様 に 見 て 来 る と､ 生 産 隊 つ ま り旧 fJJ級 礼､ 自然 村 レベ ル の 作

業 ･経 営 管 理 体 制 は､ 既 存 の ス タ ッフ の 高 級 祉 管 BJ!委 員 会 へ の IFR収

= 自然 村 レベ ル で の 人 材 の 払 底 を 荊 鎚 と して､指 耕 経 験 の 不 足 した

`̀に わ か 1上立 て " の 指 溶 着 に よ っ て絹 成 さ れ る こ と に な っ た の で あ

る｡

しか も､ そ れ は 生 産 隊 の 作 業 管 理 機 能 を各 専 門 ス タ ッ フ の 独 自 の

業 務 に細 分 化 し､ 総 合 的 管 理 を行 うべ き生 産 隊 長 も､ 管 理 委 員 会 か

ら下 達 さ れ た 各 種 ノ ル マ の 執 行 者 と して 位 IrHづ け る と言 う､ き わ め

て シ ス テ マ テ ィ ッ ク な も の に な っ た｡ こ れ は､ あ た か も "にわ か 仕

立 て " の ス タ ッ フ の 能 力 ･経 験 不 足 か ら発 生 す る リス ク を 回避 す る

か の よ う に､ 管 理 委 員 会 か らの 上 か らの 指 中 の 下 に生 産 隊 の 管 理 ス

タ ッ フ を 単 な る ノル マ の 代 理 執 行 者 と して 組 織 した も の の よ う に 見

え る｡

だ が､ 毎 日 の 段 作 業 の 配 分 関 越 が､ 単 に よ り綿 密 な 作 業 計 画 の 坪

定 に よ っ て 克 JJRL き れ る 問 題 な の か は､ 検 討 を要 す る で あ ろ うC

こ こ で は､ 二 つ の 点 に つ い て 疑 問 を 提 起 す る｡

第 1は､ 脱 作 業 の 特 性 の 問 題 と､ 生 産 隊 が 各 世 帯 を 梢 成 員 と して

編 成 さ れ て い る こ とか ら くる 問 題 で あ る｡ 前 者 に つ い て は､ 段 作 業

自身 が､ 天 候 の 変 化 な ど規 定 され て不 測 の -rlt･f鰻が 発 生 す る 可 能 性 の

高 い も の で あ る と考 え られ る 点 で あ り, 後 者 につ い て は 生 産 隊 の 作
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業 に 出 役 す る各 世相 の 家 耶 労 働 の 必 安 な どの Lu役 碓 伽 の 憤 乱 jJf因 の

存 在 を 指 して い る｡ こ れ は､ 後 段 で 穀 物 生 産 の 技 術 改 良 IHj題 を 考 察

す る 中 で も 散 見 され る 即 実 で あ る が､ こ の 瞭 原 高 級 社 の よ う に､ 4

っ の 生 産 隊 が､ そ れ ぞ れ 男 子 労 働 力 60名､ 女 子 労 働 力 40名､ 排 他 面

相 180ha･･･- に も及 ぶ 場 合 に､ 侶 作 業 の 計 画 化 が ど こ ま で 実 門 的 に 意

味 を 持 つ か が 間 脳 で あ る.

第 2は､ 1点 目 を 前 提 と して､ 生 産 隊 の 管 理 ス タ ッ フが､ 管 理 委

員 会 の 下 達 す る ｢個 別 作 業 計 画 ｣ の 単 な る執 行 者 に な っ て しま い､

しか も そ れ ぞ れ の 詩 任 分 担 を 厳 し くuJj碓 化 した 場 合 に､ 生 産 隊 レベ

ル 特 に生 産 隙 業 務 会 議 が､ 状 況 の 変 化 に 応 じた 対 I,a;坪 を こ う じ られ

る の か ど う か が 聞 出 とな る｡ ま た､ 生 産 牌 長 が 呼 門 分 化 して し ま っ

た 各 ス タ ッ フ の 柴 持 上 の 利 宙 を 協 調 さ せ る こ と も 必 饗 に な っ て 来 る｡

こ れ らの 点 は､ こ こで は 一 般 論 と して しか 指 摘 で き な い が､ Jn作

業 の 哲 理 を､ ri任 分 担 を 徹 底 的 に 分 割 し､ 帽 JiEに シ ス テ マ テ ィ ッ ク

に した椴 ))7f高 級 祉 で､ 総 合 的 管 理 者 = リー ダ ー の 育 成 が どれ ほ ど注

意 さ れ て い た の か､ 凝 間 を禁 じ得 な い.

B ) r四 包 ｣ 制 度 の 統 一 的 ノル マ決 定 と生 産 隙 間 の 生 産 条 件 の 指

塞

前 項 で は､ 生 産 隊 の 管 理 ス タ ッ フ の 問 題 を 検 討 した が､ 本 項 で は､

富 綿 県 の 福 安 高 級 礼 と民 主 高 級 社 な ど の 司‡例 か ら､ ｢四 包 ｣ 制 度 の

実 施 開 始 時 点 で 発 生 した､ 生 産 隙 間 の 利 害 対 立 の 実 際 を 考 察 す る (

註 lo)｡ こ こ で の 主 題 は､ ｢四 包 ｣ 制 度 が､ 生 産 隊 間 の 生 産 条 件 の

格 差 の 考 慮 の 上 に行 わ れ た こ と を 明 らか にす る こ とで あ る｡

富 純 県 で は 1956年 に は ｢三 包 ･四 固 定 ｣1BflJiEを 採 用 した｡

こ の r三 色 ｣ は､ す な わ ち ｢包 工 ｣ (作 業 ノル マ 言古負 )､ ｢包 産｣

(単 収 ノ ル マ 謂 負 )､ ｢包 財 務 ｣ (生 産 按 用 支 出 ノル マ 請 負 ) で あ

り､ 前 節 で 取 り上 げ た廃 城 高 級 社 の よ う に ｢包 桝 畜 ｣ (役 畜 利 用 管

理 ノ ル マ 謂 負 ) を 含 ま な い も の で あ っ た｡ ｢四 固 定 ｣ とは､ 生 産 隊

の 捕 成 員､ ｢桝 作 区 ｣ (作 業 地 点 )､ 利 用 管 理 す る役 畜､ そ して JEi

'iJa

具 を そ れ ぞ れ 年 rujを 通 じて 各 生 産 隊 に l国定 す る こ とで あ る｡

しか し､ 1956年 1年 rH｣の 実 践 を通 じて 発 見 され た問 RB点 は､ 次 の

よ う な も の で あ っ た｡

第 1は､ ｢定 工 ｣ (作 業 ノル マ )の 基 準 が 不 正 確 で あ る こ と､ 第

2は､ ｢包 産 ｣ (叫 収 ノル マ )が 高 す ぎ る こ と､ 節 3は､ m 用 支 出

ノ ル マ が 大 ざ っ ば で あ る こ と､ 第 4に､ 自然 条 件 の 変 化 に応 じた 各

種 基 準 の 修 正 が 適 宜 行 わ れ な い こ と､ で あ っ た｡

こ れ らの tuj腿 は､ す べ て が 直 は 的 に は r三 包 ｣ 制 度 の 欠 陥 を 指 摘

す る も の で あ っ た が､ こ の 間 越 の 解 決 に 隙 して､ 1957年 に は ま す ｢

四 固 定 ｣ 制 度 の 改 苗 が 考 慮 さ れ た｡

ま ず､ 生 産 隊 の 捕 J)R員 を 固 定 す る招 把 を こ う じた.

1956年 に は､ ｢社 員 の 転 LLi入 に よ り､ 56年 当初 に編 成 した生 産 隊

の 労 働 力 や 役 畜 の 偶 成 が 不 均 衡 に な り､ ま た 生 産 隊 の 益 軒 的 幹 部 の

人 数 も ま ち ま ち で､ 梢 成 員 の 住 居 も分 散 して お り､ 機 械 が 大 きす ぎ

る生 産 隊 も あ っ た J と言 う問 題 が 発 生 した.

そ こ で､ 1957年 に は､ ｢社 員 の 体 力 の ･JIL'a弱､ 技 術 水 準 の 高 低､ 居

住 地､ 基 幹 的 幹 部 な どを 考 慮 して 生 産 隊 間 で 調 生 を ｣ 行 っ た｡ 例 え

ば､ 福 安 高 級 社 で は､ 6名 の 基 幹 的 幹 部 と労 働 力 に付 い て 調 整 し､

各 生 産 陽 の 指 導 力 や 生 産 任 務 の バ ラ ン ス を と り､ 1生 産 隊 当 りの 戸

数 を 40戸 に調 整 し た｡

ま た､ 生 産 隊 の 中 に､ 生 産 組 を 設 立 した｡ 生 産 組 の 生 産 隊 と の 関

係 は - 'fl!で は な い カ＼ あ る高 級 社 で は､ r生 産 組 は 年 F臼｣を 通 じて 摘

成 員 -役 畜 ･耕 地 ･戯 具 を 固 定 して､ 作 業 ノル マ 謂 負 を 実 施 ｣ して

い た. ま た あ る 高 級 社 で は､ ｢季 節 毎 に生 産 組 の 摘 成 員 ･耕 地 を 固

定 し (つ ま り季 節 毎 に作 業 組 は再 編 威 さ れ る 一菅 沼 )､ 役 畜 は 生 産

隊 が 統 一 的 に 管 理 ･利 用 配 分 す る と言 う､ 季 WJ性 作 業 ノル マ 謂 負 ｣

を 実 施 し た｡ さ ら に､ ｢生 産 組 の 偶 成 貝 の み を Bl定 して､ 季 節 毎 に

生 産 隊 が 作 業 を 統 一 配 分 す る､ 臨 時 的 作 業 ノル マ 冨汚負 ｣ の 方 法 が 採

用 さ れ た 高 級 礼 も あ る｡

第 2に､ r耕 作 区 ｣が 各 生 産 腰 に配 分､ 固 定 さ れ た｡

l■
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1956年 に も､ 排 他 を各 生 産 隊 に 配 分､ 幽 定 した が､ そ の 際 に､ ｢

地 形､ 耕 地 の 遠 近､ 地 味 放 び 各 生 産 隊 の 状 況 を考 慮 せ ず･ 耕 作 地 の

団 地 化 の み を 強 調 し た た め､ 各 生 産 隊 l日日こ桝 地 面 榊 や 耕 地 条 件 の 格

差 が 生 じた ｣ と 言 う｡

た と え ば 民 主 高 級 社 の 第 - 生 産 豚 は､ 社 員 1人 当 り平 均 814haの

排 地 を 配 分 さ れ た が､ 第 四 生 産 隊 で は 6.61laで あ っ た｡ そ の 結 果､

生 産 隊 fhr]の 負 担 が 不 均 衡 で あ る た め､ ｢包 産 ｣制 度 も 流 産 して し ま

っ た｡

ま た､ 福 安 高 級 社 で は､ 生 産 隊 fujで 耕 地 の 追 迫 や 地 味 が 不 平 等 で､

例 え ば､ 第 三 生 産 隊 は 第 四 ･第 五 生 産 隊 と比 概 して 遠 隔 地 や 痩 せ 地

が 20ha以 上 も あ り､ 作 業 上 の 負 担 が 血 か っ た｡

そ こ で 1957年 に は､ 経 営 の 便 を 考 え､ 生 産 に有 利 に､ 各 地 の 状 況

に合 わ せ て､ 調光 や 検 地 を 行 っ た｡

そ の 他､ 役 畜 を 固 定 して､ 役 畜 は 基 本 的 に 仙 か さ な い が､ 生 産 隊

に よ っ て は 役 畜 が 死 亡 した り弱 くな っ た り､ ま た 耕 地 の 負 担 出 が 異

な る 場 合 に は､ 調 整 と補 充 を 行 な い､ ま た 脱 臭 も 固 定 して､ 各 生 産

隊 の 必 要 に応 じて 農 具 の 調 整 と補 充 を 行 っ た｡

冒 頭 に 示 した 4つ の 問 題 点 の 内､ 第 1か ら第 3の 問 題 点 は､ r三

包 ｣ 制 度 の 問 題 に関 わ る も の で あ っ た が､ 笛 錦 県 で は､ 1957年 か ら

｢包 桝 畜 ｣ 制 度 を含 め た ｢四 包 ｣ 制 度 が 施 行 さ れ た｡ そ の 制 度 整 備

の 内 容 は､ 先 に 見 た 慶 城 高 級 社 の も の と ほ ぼ 同 じで あ る た め､ こ こ

で は 詳 し く言 及 しな い｡

概 括 的 に言 え ば､ 1957年 に は､ ｢包 工 ｣制 度 に つ い て は､ 作 物 別

に必 要 労 働 皿 を 確 定 し､ そ れ に基 Ijい て 必 要 労 働 給血 を 確 定 し､ ｢

労 働 点 数 ｣ を 生 産 隊 に配 分 す る よ う に した｡ ｢包 産 ｣ 制 度 に つ い て

は､ 生 産 皿 ノ ル マ を 平 年 生 産 丘 よ りや や 高 め に､ 増 産 計 画 丘 よ り ち

低 く定 め た｡ ｢包 財 務 ｣制 度 につ い て は､ 財 務 支 出 計 画 を 各 生 産 陣

毎 に 割 り 当 て､ さ ら に現 金 管 理 を 高 級 祉 管 理 委 員 会 に 奨 申 した｡ ｢

包 排 畜 ｣ 制 度 は､ 役 畜 の 利 用 ･管 理 を 生 産 隙 に謂 け 負 わ せ､ ま た 役

畜 の 飼 育 1人1損 に l対す る評 価 基 準 を 定 め る な どが 行 わ れ た｡
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こ の ｢三 包 ･四 同 定 ｣ 制 度'の 改 苗 の プ ロセ ス は､ 編 組 祉 管 理 委 員

会 が､ 生 産 隊 に ノル マ を割 り当 て て､ そ の 生 産 酒 軌 を 管 理 す る 上 で

各 生 産 隊 の 排 他､ 労 働 力 な どの 生 産 諸 条 件 が 異 な る こ とが 陀 書 と な

っ て お り､ 耕 地､ 労 働 力､ 指 導 能 力 の あ る幹 部､ 役 畜､ 良 具 の 質 と

虚 の 両 面 で 相 互 調 整 を 行 い､ r四 包 ｣制J度の 執 行 の 肪 げ に な る よ う

な 生 産 条 件 の 格 差 を 均 等 化 す る必 要 が あ っ た こ と を示 して い る｡

そ の 内 容 を や や 詳 し くみ れ ば､ 労 働 力 の 田 と して は､ 休 力 差､ 技

術 差 が あ り､ jJt旭 条 件 と して は､ 居 住 地 か らの 距 離 や 排 他 の 分 散 度､

つ ま り作 業 時 Fiり配 分 や 移 軌I馴 u｣の 問 題 が あ り､ じ竺腔 差､ そ して 面 fll

塞 - こ れ は ノ ル マ 達 成 か ら見 る と広 い と不 利 に な る - な どが あ っ た｡

こ れ らの 状 況 を 考 慮 して 行 わ れ たは ず の 57年 の flirJlE政 苗 の 結 果 も､

こ の 点 で 決 して 完 9.ちな も の で は な か っ た｡

｢包 工 ｣ 制 度 の 政 菌 に つ い て も､ ｢1956年 の 米 紙 を 考 戚 して 各 棚

作 物 の 必 輩 労 働 Ltを 検 討 し､ 各 種 作 物 の Iha当 りの 年 FZり必 要 労 働 血

基 準 を 確 定 し た ｣. 続 い て､ ｢生 産 曙 11頭に総 桝 地 面 fllと作 物 毎 の 作

付 面 椛 か ら生 産 陽 の 給 必 要 労 働 虫 を 狩 出 し｣､ ｢これ を各 生 産 隊 に

請 け 負 わ せ ｣ る こ と と した｡ しか し､ 同 記 fjtの 編 者 が ｢場 所 に よ っ

て 地 味 が 追 い､ iP収 も異 な る の で､ (作 物 毎 の 一菅 沼 )基 準 を 一 律

に確 定 す る べ き で な い ｣ と指 摘 した よ う に､ 多 少 の 耕 地 整 理 を 行 っ

た と して も､ 生 産 隙 間 の 耕 地 条 件 は 完 全 に均 一 に す る こ とは で き な

い し､ ま して や 作 物 毎 の 作 業 条 件 も同 一 に見 な す こ とは で き な か っ

た の で あ る｡

C )生 産 条 件 格 差 と報 酬 分 配 を巡 る生 産 陽 rujの 利 害 対 立

本 項 で は､ 生 産 腰間 の 生 産 条 件 の指 差 を前 提 と して 発 生 した､ 高

級 祉 IIi位 で の 統 一 分 配 の 問 題 点 を賓 県 西日日郷 郎Hll高 級 礼 と･ 同

県 宙源 高 級 社 の 天 興 屯 生 産 豚 の 二 つ の ijI例 か ら考 察 す る (註 11)｡

ま ず､ 賓 焔 西 川 郷 の 挺日日高 級 礼 は､ 社 員 戸 数 183戸､ 生 産 隊 数

3で､ 各 生 産 隊 と も決 め られ た耕 地 を謂 け flつ て い た｡

桝 地 面 椛 は 474.9haで あ っ たが､ 窪 地 が 多 く､ I956年 に は 水 害 の
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被 害 も大 き か っ た｡

しか し､ 生 産 隊 に よ っ て 窪 地 の 比 率 が 追 い､ 水 害 の 被 害 も追 っ て

い た｡

例 え ば､ 第 1生 産 隊 は 窪 地 が 応 も 多 く､ 収 雌 は LrLiも 懇 か っ た｡ 第

2生 産 隊 は 閑 地 と平 川 地 が そ れ ぞ れ 半 々 で､ 収 雌 は 曽 乱 第 3生 在

隊 は 尚地 が 多 く､ 収 機 が 応 も 艮 か っ た (*)｡

*: 文 中 の r尚 地 ｣ とは､ 高 台 に あ り水 は け の 良 い耕 地 を 指 し､

｢平 川 地 ｣ と は 平 坦 地 を指 す｡

こ の 様 に､ 生 産 隊 毎 に 耕 地 条 件 が 異 な り､ 収 n も追 っ た た め､ ｢

弟 3生 産 隊 か ら､ 統 一 分 配 を 行 う とm を す る ｣ と 言 う 意 見 が 山 て き

た｡

そ の 後､ h'.1級 祉 管 理 委 員 会 の 調 光 に よ り､ Il'r紺 分 配 を や は り統 一

で 行 う こ と に な っ た が､ そ の 理 由 と して 挙 げ られ た の は 次 の 4点 で

あ っ た｡

第 1 に､ ｢生 産 隊 毎 に耕 地､ 役 畜､ 農 具 を 固 定 して い る の は､ 労

働 生 産 性 の 向 上 を 図 る た め で あ る ｣ こ と｡

第 2に､ 利 益 ･リス ク を 各 生 産 隊 で 共 同 で 負 担 す る こ と の 必 要 性

と メ リ ッ トが 強 調 さ れ た｡ つ ま り､ ｢水 宙 で あ れ ば､ 水 は け の 良 い

陶 地 が 有 利 で､ 窪 地 は 不 利 に な る｡ つ ま り､ 第 3生 産 隊 が 有 利 に な

る ｣｡ しか し ｢干 害 の 場 合 に は､ 陶 地 が 不 利 で､ 水 分 の 多 い窪 地 那

有 利 に な り､ 第 1生 産 陽 が 有 利 に な る ｣｡ 従 っ て､ ｢高 級 礼 で 統 一

分 配 を 行 う こ と に よ っ て 年 度 転 の 利 益 ･リス ク を 高 地 社 全 体 で 共 同

に 負 担 す る こ とが で き る ｣ と言 う 理 屈 が 主 張 さ れ た｡

第 3は､ r収 機 の 良 か っ た 第 3生 産 隊 の J成果 は､ 肩 紐 社 の 統 一 脂

導 と他 の 生 産 隊 の 協 力 の 結 果 で あ る ｣ こ とが 強 調 され たC

具 体 的 に挙 げ られ た の は､ ｢前 年 は 弟 1 ･第 3生 産 隊 の 収 機 が 良

好 で あ っ た た め､ 1956年 の 春 糊 に 舘 2生 産 隊 が 柚 子 畑 入 資 金 の 困 難

に直 面 した 帖 に､ 資 金 に 余 裕 の あ っ た 弟 1生 産 隊 が 資 金 上 の IB助 を

り押

した ｣ こ と で あ り､ ま た ｢弟 3生 産 陳 は 笥 力 が 不 足 して い た が､ 春

期 に 第 1 ･弟 2生 産 ほ は 6昏貞の 役 牛 を 触 通 し た ｣ こ と で あ っ た｡

第 4 は､ ｢第 1生 産 隊 に は 5台 の ゴ ム 指 荷 車 が あ り､ 運 輸 業 収 入

が 年 間 で 9,000元 あ っ た ｣｡ そ の た め､ ｢こ の 収 入 で 高 級 祉 社 全 体

で 年 2 回 の (穀 物 収 雌 前 の 一菅 昭 )報 酬 前 払 いが 可 能 に な っ た ｣ こ

とで あ り､ ま た r策 2 ･第 3生 産 陽 で は 小 麦 を作 付 して お らず､ 第

1生 産 隊 の み で 作 付 した｡ こ の 小 麦 の お か げ で 高 槻 社 の 社 員 全 員 が

小 麦 粉 を 食 べ る こ と が 出 来 る ｣ こ とで あ っ た｡

以 上 4点 の う ち､ 瓜 初 の 三 つ は､ 高 級 社 と して 統 一 経 営 を 行 う こ

との 利 点 を 主 張 した もの で あ り､ 瓜 後 の 4点 Hが 統 一 分 配 の 利 点 を

主 張 した も の で あ っ た｡

第 3生 産 随 か ら出 さ れ た不 満 と､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 捉 起 した 見

解 に 共 通 す る の は､ 個 々 の 生 産 隊 が Lli独 で 経 営 した吻 合 で は､ 排 他

条 件､ 役 畜､ 荷 iliな どの 生 産 手 段 の 航 存 状 況､ 副 菜 条 件 の 格 差 が 大

き い こ と で あ る｡

そ れ に対 して､ 両 者 の 相 遥 点 は 状 の 点 に あ る｡ 高 級 祉 管 理 委 員 会

の 主 張 は､ 4つ の 生 産 隊 全 体 を考 慮 した､ 生 産 手 段 と労 働 力 の 結 合

を 前 提 と して お り､ 各 生 産 隊 に分 け られ て い る の は ｢労 働 生 産 性 の

向 上 ｣ の た め､ つ ま り､ 作 業 意 欲 や 作 業 効 率 を 高 め る た め の､ 言 わ

ば 便 宜 上 の も の に過 ぎ な い と言 う意 味 で あ る｡ と こ ろ が､ 生 産 隊 の

不 満 は､ 生 産 隊 こ そ が 自 らの 生 産 招 軌 の 協 で あ り､ そ こ か らの 生 産

の 成 果 は 当然 自 分 連 が 享 受 す べ き だ と言 う主 張 に な っ て お り､ 4つ

の 生 産 隊 を 一 つ の 経 営 体 に統 合 す る観 点 は 存 在 して い な か っ た の で

あ る｡

こ の こ とは､ 賓 県 富 源 合 作 杜 の天 興 屯生 産 隊 の 軒 例 に も現 れ て

い る｡

同 高 級 社 で は 1956年 に､ ｢高 槻 社 の 4つ の 生 産 ほ の 中 で 自分 達 の

生 産 隊 だ け が､ 水 苔 に よ る桝 地 の 水 没 が 大 変 少 な か っ た → こ と を 背

崇 と して､ ｢生 産 隊 の 隊 員 全 員 が 単 独 分 配 を 安 求 して ｣ い た｡ そ し

て､ ｢も し､ 統 一 分 配 を した ら自分 通 の 労 働 の I戊雄 は 他 の 生 産 隊 に
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搾 iTXさ れ る｡ こ れ は 社 会 主 茂 の JJ7i別 に 迎 反 しな い の か? ｣ と して､

高 紋 社 に 対 して ｢高 級 社 は 統 一 分 配 を せ ず に､ 生 産 隊 ご と に tIi独 に

分 配 を 行 う こ と が で き な い か? ｣ と主 張 した｡

こ れ に つ い て は､ この 記 印 (崇 17E江 日 報 社 説 ) の 筆 者 は､ ｢全 社

で B]緒 す れ ば､ 水 苔 の 抑 尖 を 補 う こ と が LLi来 る ｣､ rrIl国 人 民 に は

"隣 人 を 愛 お しん で 災 酋 救 折 を 行 う " 美 徳 ｣ が あ り､ ｢筋 級 祉 設 立

以 降 に も 災 苫 復 旧 の た め に 届 級 社 の Iiu､ ま た 前 級 社 の 内 部 で も "同

舟 共 済 " の 和 神 が 発 押 さ れ て い る J､ ｢高 級 合 作 化 以 降 は 生 産 手 段

は 袋 EfIの もの で あ り､ 生 産 隊 は 一 機 の 生 産 活 軌 の 単 位 で あ り､ Tirr右

の 中 位 で は な い ｣ と反 駁 して い る｡

こ の よ う に､ 高 級 礼 が ｢四 包 ｣ 制 Jit:に 糾 っ て 統 一 経 営 と社 員 の LLi

役 報 酬 の 統 一 分 配 を 行 う こ と が､ 自然 災 宙 が 発 生 した と き に生 産 隙

間 の 生 産 条 件 の 差 輿 が 抑 著 な 収 血 格 差 と して 抑 在 化 し た こ と に よ っ

て､ 各 生 産 随 が 独 自 の 利 宙 を 主 張 す る 状 況 が あ っ た の で あ る｡ 本 式隻

の 第 1節 で も､ 一 般 的 に で は あ る が､ r四 包 ｣制度 の 考 察 の 中 で､

生 産 隙 間 の 収 血格 差 が あ っ た 場 合 の ｢労 働 点 数 ｣ 配 分 の FHJ腿 点 を 脂

摘 し た が､ 現 実 に は 複 数 の 生 産 隊 を統 括 して 統 一 経 営 を 行 う こ と 自

体 へ の 反 発 に ま で 発 展 し た の で あ る｡

* * *
こ こ で FEJ腿 に な る の は､ 高 級 社 の 中 で 生 産 隊 と 言 う も の が ど の 様

な 性 格 の 炎 団 で あ っ た の か､ で あ ろ う｡ 本 項 で み た 限 りで は､ 生 産

条 件 の 異 な る 生 産 隊 が､ 高 級 社 と して は ｢凹 包 ｣ 制 度 の 下 で ノ ル マ

達 成 状 況 に応 じた ｢労 働 点 数 ｣分 配 の 単 位 と な る が 故 に､ 個 々 独 自

の 利 害 を 持 つ に 至 っ た の で あ る｡

そ こ で､ 項 を 改 め て 別 の 事 例 か ら再 度 検 証 して み よ う｡

D ) 生 産 隊 の 合 併 問 題 一利 蓄 粂 団 と して の 生 産 隊 の 性 格 一

本 項 で は､ 生 産 隊 と言 う集 団 の 性 格 を､ 海 愉 県 新 建 郷 富 興 合

作 社 の 馬 家 屯 に お け る生 産 隊 の 合 併 問 題 か ら考 察 す る (証 12)｡

1956年 の 夏 季 戊 閑 州 に な っ て､ 馬 家 屯 の4つ の 生 産 陽 を 2つ に 合

′7兆

併 し た (*)｡

*: こ れ ま で は､ 生 産 隊 が 一 つ の 自然 村 (屯 ) に相 当 す る こ

と を 仮 定 して 展 開 して き た｡ だ が､ 馬 家 屯 で は 従 来 は 4つ の 生 産

隊 が 存 在 し た こ と か ら､ 必 ず しも生 産 隊 が 屯111位 で 設 立 さ れ た わ

け で は な い こ とが 分 か る｡

こ の 生 産 隊 合 併 の 理 由 と さ れ た の は､ 次 の 二 つ の gi作 を 契 機 と し

て い た｡

第 1の 契 機 は､ 夏 別 の や 桝 .除 草 の 峠州 に､ 生 産 隙 間 で 摩 擦 が 発

生 し､ そ れ が 作 菜 進 行 に影 響 した こ とで あ っ た｡

高 級 社 全 体 で qli)I･除 草 作 業 を それ ぞ れ 2匹lず つ 行 う こ と に な っ

た｡ そ の 作 業 中 に､ ｢珊 1生 産 隊 で は LT;そ りの 枠 糾 み が 煉 れ た が､

第 1生 産 隊 の 大 工 が 瑞 気 で あ っ た た め､ 郡 1生 産 ほ 長 の 王 守 志 が 第

4生 産 隊 の 大 工 楊 永 富 に 修 理 させ よ う と依 抑 した｡ しか し､ 昼 に な

っ て 第 4生 産 隊 長 の 劉 鳳 林 が そ れ を 聞 きつ け て か ら､ 大 工 の 楊 永 富

に範 1生 産 隊 の た め の 修 理 を や め させ て 中桝 ･除 草 作 業 を 行 わ せ た｡

幌 に な っ て 双 方 の 生 産 隊 長 が 喧 嘩 を始 め た ｣｡ そ して､ ｢この よ う

な 串 件 は 中 jJl.除 草 糊 ruJ中 に 頻 発 した ｣ と 言 う｡

例 え ば､ ｢第 3生 産 隊 で は 除 草 ･中 桝 作 業 の 隙 に､ 自分 の 隊 の 馬

で は 足 りな か っ た が､ 弟 4生 産 隊 で は 余 っ て 休 ん で い る馬 が い る の

に貸 さ な か っ た ｣ な どの 耶 件 が あ っ た｡

第 2の 契 機 は､ ｢夏 期 の 中 排 ･除 草 が 終 っ た 後 に､ 馬 家 屯 の 4つ

の 生 産 隊 が 併 せ て 60余 名 の 労 働 力 を出 して ダ ム 修 理 を 行 う こ と に な

っ た ｣｡ しか し､ 本 来 な らば 労 働 力 の 一 部 は 高 級 社 の 作 業 に従 事 し､

放 りは 家 glを や る は ず だ っ た の に､ 半 分 を ダ ム工 部 に 軌 員 さ れ て し

ま っ た た め､ ｢夏尖っ た 60余 名 は 園 地 の Lu話 や オ ン ドル 掃 除 ･聖 塗 り

に和 を 出 し､ 高 槻 礼 の 作 業 に参 Juuした が る も の は 少 な か っ た J と 言

う｡

こ の 二 つ の -1[件 が 発 生 して か ら ｢こ の 状 況 を打 開 す る た め に､ 高
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級 祉 主 任 の 王 文 官 と各 生 産 隊 長 は 協 調 して､ 揃 級 祉 i3;理 委 員 会 や 光

支 部 に計 らず に､ 4つ の 生 産 隊 を 2つ に 合 併 させ て しま っ た ｣｡

だ が､ 生 産 隙 間 の 摩擦 は 収 束 せ ず､ そ れ は 合 併 後 の 生 産 隊 内 部 に

持 ち 込 ま れ た｡

ま す､ ｢舘 3生 産 隊 の 隊 長 郎 桝 呂 と邦 4生 産 牌 の 隊 長 劉 雌林

は 合 併 し た後 で も､ お 互 い に不 満 が あ り､ 作 業 上 の ful腿 点 も UL言指せ

す､ 間 脳 を 発 見 して も黙 っ て い る ｣ 状 況 で あ っ た｡

加 え て､ 合 併 に よ っ て 生 産 隊 の 規 喉 は 従 来 の 30余 戸 か ら 60余 戸

に拡 大 し た た め､ ｢隊 長 が 農 作 業 の 割 り 当 て や 作 業 の 進 行 度 合 を 把

捉､ 管 理 で き な くな っ た ｣ と 言 う｡

例 え ば､ ｢春 季 捕 機 作 業 州 に は､ 4つ の 生 産 陽 は 早 州 完 成 戊 争 を

行 っ た｡ な か で も第 4生 産 隊 は､ 作 付 の Tfも 高 く､ 作 業 進 度 も 近 く､

厩 肥 の 投 入 両 手11も大 きか っ た｡

しか し, 合 併 後 の 秋 に 収 桟糊 に な る と､ 以 l才TJの 生 産 隙 間 の 発見争 杏

組 織 す る だ け で は､ 作 業 を 進 め る こ と が な くな っ た ｣ と言 う｡ そ し

て､ ｢秋 に な っ て テ ンサ イ が 早 箱 の た め に畑 で 凍 り付 い た の に､ 2

つ の 生 産 隊 の 隊 員 は､ ま だ トウ モ ロ コ シ 取 りや 豆 の 刈 り取 りを や っ

て い た ｣ り､ 収 機 作 業 が 終 わ っ て い な い た め に ｢収 機 して 家 庭 に 運

ん だ ジ ャ ガ イ モ を六 に埋 め る こ と が 出 来 ず､ 1,000余 kgが 凍 っ て し

ま っ た J り し た｡

こ の よ う に､ 生 産 隙 間 の 利 害 対 立 は 合 併 後 も後 を 引 い て 解 決 を み

な か っ た｡

* * *
こ の 申 例 で 考 察 さ れ た と こ ろ で は､ ま す 節 1に､ 生 産 隙 間 の 摩 擦

が こ れ ま で も 考 察 した よ う に､ 生 産 条 件 の 和 迫 に益 つ く も の で あ る

こ とが 分 か っ た. そ れ は､ 生 産 陽 が 股 緊 州 労 働 力 を 他 の 生 産 隊 の Z馬

具 修 理 に 取 られ る と か､ 役 畜 が 他 の 生 産 隊 に 使 わ れ る こ と を 忌 避 し

た 点 に現 れ て い る｡ これ も､ 恐 ら く ｢包 工 ｣ 制 度 や ｢包 桝 畜 ｣ 制 度

が あ る た め 作 業 巡 JAlノル マ や 役 畜 の 飼 育 ノル マ の 達 成 に支 陀 を 来 さ
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な い よ う に す る た め の 対 応 で あ っ た と考 え られ る｡

だ が､ 弟 2 に､ ダ ム 工 giな ど高 地 社 の 外 部 の 作 業 Lu役 に 出 て も､

残 っ た 労 働 力 が 家 gi労 働 に従 事 して しま っ た こ とや､ 合 併 後 に も拡

大 し た生 産 隊 の 下 で 改 め て 意 志 一 致 を 図 っ て 作 男 に従 耶 す る こ と が

な か っ た こ と は､ 生 産 陣 が 一 つ の 利 宙 袋 BJと して 行 動 す る こ と が､

決 して 内 部 的 に 強 固 な 人 指=対係 を持 っ た もの で は な か っ た こ と を 示

して い る｡

言 い換 え れ ば､ 生 産 隊 が 一 つ の 躯 団 と して 行 動 す る の は 独 自 の 経

営 が 許 さ れ れ ば､ つ ま り組 織 の親 機 と して 自然 村 とか 初 放 祉 程 度 で

あ れ ば う ま く い く こ とを 意 味 せ ず､ た だ111-に 描 納 札 の Fに生 産 陽 と

して 動 員 さ れ た と言 う "-gI偶 の 産 吻 " に他 な らな い の で あ る｡

邦 4節 本 章 の ま とめ

本 章 で は､ 高 級 礼 にお け る 作 業､ 経 営 管 JIJ!の 制 度 と実 態 を 考 察 し

て き た が､ そ れ は 主 と して 高 槻 祉 管 理 委 員 会 と生 産 隊 の 関 係 と して

考 察 さ れ た｡

高 級 社 の 考 察 で 生 産 隊 の 間 鰐 が ク ロー ズ ア ップ され る の は､ 生 産

隊 が 初 級 社 の 生 産 隊 とは 追 っ て 自然村 や そ れ よ りは や や 小 さ い 初 級

祉 規 模 と い う､ よ り大 き な 規 模 で 設 立 され た か らで あ る｡ そ して､

そ れ 故 に､ 高 級 礼 の 戯 作 業 や 経 営 管 理 が､ 旧 来 の ｢大 農 ｣ の 雇 用 経

営 と は 比 較 し得 な い 自然 村 を 越 え た新 た な 問 題 を 誘 発 した の で あ る｡

A ) ｢四 包 ｣ 制 度 とそ の 実 行 体 制

本 章 第 1節 と第 2節 の 内 容 は､ す で に誇 2節 G )項 で 整 理 し

た｡ そ れ は､ 高 級 社 の 作 業､ 娃 営 管 理 体 制 が､ 県 と郷 を含 ん だ ｢四

包 ｣ 制 度 の "上 か らの " 普 及 と徹 底 と して 行 わ れ､ そ の 諸 制 度 自 体

も､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 生 産 隊 に対 す る ノル マ管 理 と して の 統 制 の

強 化 を 意 味 す る もの で あ っ た こ と､ しか も､ ノル マ達 成 度 合 に応 じ

て 主 に ｢労 働 点 数 J の 増 減 と して 行 わ れ るJLIl別 制 度 は､ 生 産 隊 の 陣

貝 の 出 役 労 働 所 得 の 増 大 を抑 制 す る性 格 を持 っ て い た こ と､ で あ っ

l.▲L
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た｡

た だ､ こ こ で 論 じ た の は あ くま で も 制 度 論 で あ り､ 生 産 隊 の 制 度

中 の 位 誕 づ け を 論 じた も の に 留 ま り､ 従 っ て 実 態 の 問 題 と して は､

次 章 で 考 察 さ れ る 高 級 社 に お け る 労 働 評 価 閲 腿､ 排他 利 用､ 役 畜 利

用 の 実 ,lLEと問 題 点 な どの 分 析 に よ っ て は じめ て 完 結 す る も の で あ る｡

B )生 産 隊 の 性 格 と作 業､ 経 営 管 理 聞 腿

第 3節 で 考 察 した の は､ 生 産 腸 の 管 理 ス タ ッ フ の fHj舷､ ｢凹 包 ｣

制 度 実 施 上 の 問 題 と して の 生 産 隙 間 の 生 産 条 件 の 差 5'その 影 響､ そ し

て 報 酬 分 配 へ の 彩 管 の 三 つ で あ っ た｡ さ らに こ の 様 な 生 産 陽 樹 の 利

害 対 立 が 生 じた JJlモ因 と併 せ て 生 産 隊 の 性 格 に つ い て も検 討 した｡

第 3WJの 検 討 で は､ 生 産 陽 は そ れ 自 体 が 独 立 して 機 能 し得 る も の

で は な く､ そ の 錨 団 的 利 宙 も 高 級 礼 の 下 に統 楢 さ れ､ しか も そ こ で

の 生 産 括 弧 が ｢四 包 ｣制 度 に よ っ て 直 1&的 に は 満 級 祉 管 理 委 員 会 に

統 制 され､ La締 約 に は 複 数 の 生 産 隊 が 相 互 に結 び 付 け られ て い る こ

と に 規 定 さ れ て い た か らで､ そ れ 以 上 の も の で は な か っ た と言 う 結

論 が 得 られ た｡

従 っ て､ 第 3節 で 検 討 さ れ た 上 記 の 三 つ の 聞 越 は､ 本 節 の 冒 頭 に

述 べ た よ う に 高 級 社 の 設 立 レベ ル と生 産 隊 の 組 織 規 模 の 特 殊 性 を 反

映 して 発 生 した 新 し い 問 題 で あ っ た と言 え よ う｡

ま す､ 生 産 隊 の 管 理 ス タ ､ソフ の l糊越 に つ い て｡ 高 級 社 が 設 立 さ れ

る と､ 管 理 委 員 会 と い う 行 政 村 レベ ル の 経 営 指 申 ･管 理 典 団 を 形 成

す る 必 賓 か ら､ 旧 初 級 礼 の 指 串 的 部 分 が 根 こ そ ぎ 持 っ て い か れ て し

ま っ た｡ そ こ で､ ｢四 包 ｣ 制 度 の 実 施 に よ っ て､ 多 い 場 合 に は 60戸

余 りの 世 相 を 含 む 生 産 隊 の 農 作 業 は､ 単 に 業 務 分 J旦に応 じて ノ ル マ

管 理 に従 邸 す る将 門 家 集 団 に よ っ て 指 導 さ れ る こ と に な っ た｡ た だ､

そ の 場 合 に､ 儲 作 業 や 各 噂 門 管 理 者 に対 して 総 合 的 な 管 理 能 力 を 発

押 で き る リー ダ ー の 形 成 は あ ま り由 視 さ れ な か っ た よ う で あ っ た｡

ま た､ 高 級 礼 が 相 対 的 に広 範 囲 の 地 域 を 包 括 して 組 織 さ れ た こ と

か ら､ 必 然 的 に 内 部 に地 域 間 格 差 と も 言 う べ き生 産 条 件 の 指 差 を 包
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合 す る こ と に な っ た｡ そ こで､ 農 作 業 を 統 一 の ノ ル マ で 管 理 し ま た

統 一 で 所 得 分 配 を 行 う こ とは､ 生 産 隙 間 の 利 酋 対 立 を 派 生 せ ざ る を

得 な か っ た こ と に 反 映 して い る｡

* * *

総 じて､ 本 章 で は 高 級 社 の 作 業､ 経 営 管 理 間 腿 が､ そ の 組 織 規 模

が 従 来 以 上 に 広 域 的 に拡 大 した た め､ ます 生 産 隊 に対 す る管 理 制 度

の 確 立 と そ の 実 施 の 問 題 と して 現 象 した こ とが 考 察 さ れ た.

従 っ て､ 次 費 以 降 で 考 察 さ れ る労 働 力 や 生 産 手 段 の 利 用 閲 題 や､

高 級 社 の 収 益 分 配 の 間 脳 は､ この こ と を 前 松 に考 察 さ れ る こ と に な

る｡

弟 13三吉註

註 1: ｢中 共 氾屯 江 省 委 員 会 戯 村 工 作 部､ 淑 城 m 垂 貝 会 戯 村 工

作 部､ 幸 福 郷 総 支 部 委 員 会 迎 合 工 作 組 発 qLJu全 体 ulriu生 産 人 員 対

耕 作 質 Et負 17, 双 城 慶 城 農 業 祉 建 立 iqi任 田 制 度 ｣, 巣 奄 江 日報 L9

57年 3月 25日. に よ る｡

註 2: 以 下 は､ ｢中 共 黒 滝 江 省 委 員 会 JB村 上 作 部､ 頚 城 県 委 員

会 血 相 工 作 部､ 幸 福 郷 総 支 部 委 員 会 迎 合 1 作 組 "四 包 ",'B棟 倣?

一 双 城 慶 城 良 美 祉 搬 出 7様 子 ｣, 黒 滝 江 El報 1957年 3月 20EL に よ

る｡

註 3: 資 料 は 註 1に 同 じ｡

註 4: 以 上 は､ rLP共 黒 滝 江 省 委 員 会 腿 村 工 作 部､ 双 城 児 委 員

会 農 村 工 作 部､ 幸 福 郷 総 支 部 委 員 会 迎 合 工 作 組 進 行 "四 包 " 以

後 ,% 様 領 帝 社 内 生 産? 一慶 城 農 業 祉 整 頓 後 領 前 生 産 方 法 介 紹 ｣,

黒 海 江 日報 1957年 4月 6日. に よ る｡

註 5:以 上 の 照 料 は､ 註 2に同 じ｡

註 6: 以 下 の 資 料 は､ 証 2に 同 じ｡

証 7: 以 下 の 汗 料 は､ 註 2に同 じ｡

註 8: 以 下 は､ ｢祉 論 一 加 強 生 産 隊 的 綿群 ｣, 崇 奄 江 El稚 1957

年 4月 5乱 に よ る｡
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註 9: 以 下 は､ ｢於 Jj;i礼 ,JLEi横 死 抑 7 生 艦 隊 的 作 川 ｣ お よ び ｢生

産 歩 入 正 規 的 燥 原 祉 第 - 生 産 隙 ｣, い づ れ も 熊 屯 江 日 報 1956年 3

月 23日 に よ る｡

註 10:以 下 は､ ｢宵 組 照 六 個 戯 業 祉 実 行 凹 包 四値丁定 方 法 介 紹 ｣

黒 滝 着工 E]報, 1957年 3月 1 日. に よ るC

註 11: 以 下､ 西 川 高 級 礼 に つ い て の 汚 料 は ｢qi独 分 配 畢担不 通 ｣,

黒 屯 江 日 報 1956年 11月 1EL に よ り､ 富 源 高 級 礼 に つ い て の 資 料

は､ ｢祉 論 一 両 要 発 揚 同 舟 共 済 的 精 神 一 回 答 災 区 富 源 祉 天 興 屯 生

産 隊 社 員 提 出 的 問 腿 ｣, 黒 海 江 日 報 1956年 10月 5EL に よ る｡

註 12: 以 下 は､ r不 安 百 目 併 隊 ｣, 巣 屯 江 日 報 1956年 11月 29日

に よ る｡
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約 14帝 山 役 労 働 評 価 と 生 産 手 段 利 用 の 記日和腿

前 車 で は 高 級 礼 の 生 産 隊 を 中 位 と して 行 わ れ る Jlt作 業､ 経 営 管 哩

制 度 を 考 察 し､ そ れ が ノ ル マ 請 負 制 JiEと き わ め て や日,当分 化 し た ス タ

ッ フ に よ っ て 担 わ れ る が､ 生 産 賭 毎 の 生 産 条 件 の 格 差 な ど に よ っ て

高 級 祉 管 理 要 員 会 と 生 産 腸 の rijJの､ あ る い は 生 産 即日;lJの 利 酋 対 立 が

発 生 し て い た こ と を 考 察 し た｡

本 章 で は､ こ う し た 全 体 的 枠 組 み の 中 で 生 産 隠 内 部 に お け る 出 役

労 働 評 価 の 問 題､ 共 有 化 さ れ た 排 他 や 役 畜 の 使 役 ･飼 育 問 題 に 分 け

て や や 立 ち 入 っ て 考 察 す る｡ 初 級 社 に お い て も 同 様 の FとuRZiを節9華
で 検 討 し た が､ こ こ で は 高 級 祉 設 立 後 の 段 階 で 新 た に 発 生 した も の

に つ い て 限 っ て 考 察 して い く｡

第 1WJ 生 産 隙 に お け る 出 役 労 働 評 価 IEij腿

初 級 礼 で は､ 社 員 が ノ ル マ の 虫 的 達 成 だ け で な く そ の 作 業 の 田 に

も 注 意 を 払 う よ う に 仕 向 け る た め に 山 役 労 働 の 評 価 方 法 が 工 夫 さ 礼

た｡ 特 に 男 子 労 働 力 の 出 校 労 働 評 価 に つ い て は､ 事 後 的 な 作 業 評 価

と い う 方 法 が 採 用 さ れ た こ と を 考 察 して き た｡

高 級 社 の 生 産 隊 に つ い て は 前 章 で は 双 城 県 段 城 高 級 社 の 事 例 か

ら ｢王等任 田 小 組 ｣ 制 度 を 考 察 し た が､ 同 じ作 業 ノ ル マ 謂 負 制 ( ｢包

工 ｣ 制 ) の 下 で も 事 後 的 評 価 と は fl的 に 異 な る 評 価 方 弦 も 考 案 さ れ

る よ う に な っ て き た｡

本 節 で は､ ま ず こ の 点 に 関 して 高 級 祉 設 立 後 に 擢 起 さ れ た 能 力 別

の 労 働 点 数 体 系 を 萄 入 し た 事 例 を 考 察 す る｡ そ し て 次 に､ 作 業 ノ ル

マ 請 負 の 前 提 と な る 生 産 豚 の 作 業 条 件 の う ち 前 章 で 触 れ な か っ た 作

付 計 画 の 生 産 隊 へ の 配 分 の 問 題 点 を 考 察 す る｡ な お､ 本 節 で 扱 う 資

料 は す べ て 中 共 熱 海 江 省 委 員 会 が 行 っ た 高 級 社 の 労 働 評 価 問 題 調 査

に 関 す る 報 告 文 で あ る (註 1)｡

A)労 働 評 価 基 準 の 等 細 区 分 聞 戚

寧 安 県 宰 相 満 級 社 の 約 - 生 産 隊 で は､ 全 体 で 一 人 前 の 労 働 力 が


