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23名 お り､ 半 人 前 の 労 働 力 は 11名 で あ っ た｡

だ が､ 実 隙 の 春 季 播 種 作 業 の 中 で､ 一 人 前 の 労 働 力 の 取 得 点 数 は

1人 平 均 520点 で あ っ た が､ 半 人 前 の 労 働 力 で も 495点 で あ っ た｡ ま

た､ 18歳 の 高 等 小 学 校 卒 業 の 背 年 は､ 熟 練 度 が 低 い の に作 業 に 参 加

して 526点 を稼 い だ. 他 方 で 熱 練 し た社 員 は 3日FuJ欠 勤 した が､ 505

点 しか な く､ 総 じて 崇怨純 度 に 閲 係 な く､ た だ 体 力 さ え あ れ ば 多 く点

数 が 稼 げ る と い う状 況 が 存 在 して い た｡

こ れ に 対 して､ 黒 竜 江 省 委 員 会 の 報 告 文 は､ こ の 間越 の 解 決 方 法

と して 押 泉 県 国 光 高 級 社 の 郁 例 を 紹 介 して い る｡

国 光 高 級 社 で は､ 男 子 社 員 に つ い て 熟 練 度 に応 じて 5段 階 に 等 級

区 分 した｡ そ の 内 容 は 表14- 1の 通 りで あ る が､ そ の 具 体 的 方 法 は､

季 節 毎 に 労 働 力 の 等 級 を 評 価 しな お し､ 季 節 作 業 の 終 7 後 に 1回 労

働 点 数 の 調 整 を 行 っ た｡ そ して､ そ の 経 過 と紹 巣 に つ い て は､ 各 生

産 陳 で､ 隊 長 が 主 催 して 随 員 大 会 を じ臼催 して 合 言崩 し､ 瓜 後 に高 級 礼

管 理 委 員 会 の 審 査 と批 准 を 受 け て 決 定 す る も の と さ れ た｡

こ の 部 例 の 特 徴 は､ こ れ ま で 一 般 的 に 作 業 能 力 IuJ腿 と して 触 れ て

き た こ と が､ 幸 福 高 級 社 で は 男 子 社 員 本 人 の 技 術 的 熟 練 度 と体 力 の

問 題 に 二 つ に 区 分 さ れ て き た こ と と､ 国 光 高 級 礼 で は 各 人 の 熟練度

を季 節 毎 に事 前 に差 別 評 価 す る と い う 手 法 が 取 られ た 点 で あ る｡ と

言 う の も､ 小 論 の 第 9章 で 初 級 社 に お け る 出 役 労 働 評 価 の 問 題 は､

各 人 の 作 業 能 力 を作 業 結 果 か ら事 後 的 に 評 価 す る 点 に あ っ た｡ そ こ

で は､ 事 前 に 作 業 能 力 を 評 価 す る 旧 来 の 雇 用 方 式 との 比 較 を 行 っ た

の で あ る｡

従 っ て､ こ の 事 例 で は､ 貸 金 で な く労 働 点 数 に よ っ て 出 役 労 働 が

評 価 さ れ る点 は 不 変 だ が､ そ の 評 価 方 法 に つ い て は 極 め て 雇 用 の 場

合 に 接 近 した 手 法 が 採 用 さ れ て い る こ と が 牲 Elさ れ る｡ 無:論､ こ の

様 な 事 例 が 高 級 礼 に お い て の み 作 用 さ れ る必 要 性 あ る い は 必 然 性 を

持 っ て い た の か､ あ る い は 実 際 に 広 く採 用 さ れ た の か を 断 定 す る こ

とは で き な い が､ こ の よ う な 方 法 が 省 委 員 会 に よ っ て 新 た に提 唱 さ

れ た 串 実 の み を こ こ で は 碓 認 して お く｡
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栽14-1 万.'J級社における山桜労働力の:rT,仰J等放Li分

(拝泉沢 国光高級社､ 1956年 )

等級 労働点数 実,)15働点数の 1級労働力を 上地政市前の

訓盤輩 訓整結果 100とした似合の比率 年齢別併用rl金格差

咋齢(威 ) 壬1企水比率

1級労働力 +】0% ll0 100 % 20-45 100%

2級労働力 +7% 107 97.3% ー8-19 70%

3級労働力 +4% lM 94,5% ー5-日或は46-55 50%

4級労働力 +⊥% 川l 91.8% 13-14或は56-60 20%

資料 : i. r工作意見 脈状 当別農業lll六J部主姿矛盾一労働計算問題中共黒埼江

省委員会農村工作部節二処 ｣,具も砲江日報1957年6月14日.

2.満州BIB]務院実業部 『成徳元年度 農村実態訓査 戸別iJ,lJ査之部』,
1934年｡

柱 :1. ｢実労働点数の調整結束｣は､実労働点数を 100とした場合のJL7j｡

2.土地改革f-i-'J'の ｢1ユ金水難比率｣とは､20145歳の稲Jl:)釧 助力市域で一

人前 とされる労働力を100とした場合の比率｡

3.高級社の等級区分 と1)F記した土地改懲前の労貨格差は､同 じ段にある

ものが相互に対応 しているわけではないC
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だ が､ 表 14- 1に 立 ち 戻 っ て､ 等 級 区 分 に よ る 労 働 点 数 の 調 整 結

果 を 馴 勺に検 討 す る な らば､ 土 地 改 革 前 の 屈 川 労 働 力 市 馴 こお け る

そ れ よ り､ そ の 格 差 は 極 め て 平 均 化 さ れ て い る こ とが 分 か る｡ ち な

み に､ 土 地 改 革 前 の 労 貿1各差 は, 表 示 し た よ う な 年 齢 層 の み に よ っ

て 発 生 す る の で は な く､ 御 者､ 型操 作 を 担 当 で き る も の は､ 同 じ年

齢 で あ っ て も 迫 絹 の 風 域 作 業 に 従 耶 す る も の よ り向 い 労 fi評 価 を 受

け る こ と は 言 う ま で も な い. 従 っ て､ 同 級 礼 の 顎 細 区 分 は 馴 tJに は

熟 練 度 を 考 慮 し た が､ 虫 的 に は 土 地 改 革 前 の 年 齢 別 の ff金 指 差 よ り

も小 さ い た め､ こ の よ う な 等 級 区 分 が 祉 Flに 捕 足 の い く も の で あ っ

た か は 雛 EIUが 触 る｡

* * *

国 光 肩 紐 社 で は 男 子 社 員 に つ い て は 上 記 の よ う な 対 蹄 を こ う し た

が､ そ の 他 に 女 子 社 員 の 労 働 評 価 の 聞 腿 が 弧 さ れ て い た｡

同 高 級 社 で は ｢明 女 問 の 同 一 労 働 同 一 報 酬 ｣制 度 を 採 用 して い た

が､ そ の 施 行 に対 して ｢多 くの 男 子 社 員 は 如 人 の 作 業 の 質 は 低 い の

に､ 14115歳 の 女 子 が 青 年 男 子 と 同 等 の 労 働 点 数 を 得 て い る の に 不

満 ｣ を 表 明 して い た り､ ｢女 子 社 員 の 一 部 も そ れ に賛 同 す る ｣ と い

ぅ 状 況 が あ っ た｡ そ の 原 因 と して は､ 第 1に､ 高 班 社 の 中 に女 子 軽

視 の 風 潮 が 存 在 す る こ と､ 第 2 に 女 子 軽 視 を 批 判 す る 教 育 が 行 わ れ

る と､ 女 子 社 員 の 作 業 の 質 が 多 少 劣 っ て い て も､ そ れ を 無 視 して 評

価 す る 風 洞=)1蔓 延 す る こ と､ の 二 つ が 挙 げ られ て い る｡

こ の 間 逆目ま､ 女 子 社 員 の 作 業 能 力 (こ こ で は 体 力 と熱 線 腔 の IJi方

が 含 ま れ て い る )が 明 らか に 男 子 社 員 よ り劣 っ て い る と い う認 識 が

変 え 難 い こ と を 表 明 して い る｡

こ れ に 対 して､ 省 委 員 会 は ｢女 子 の 労 働 報 酬 を 計 許 す る 時 に･ 作

業 ノ ル マ の 数 血 と質 の 両 面 か ら､ 女 子 労 働 を 計 算 ･評 価 す る ｣ こ と

と､ ｢女 子 祉 f=hrjの 格 差 を 平 均 化 して し ま う よ う な 計 節 を 避 け る た

め に､ で き れ ば 女 子 に も等 級 区 分 を 村 人 す る ｣ こ と を 提 起 して い る｡

女 子 祉 日 の 出 役 に つ い て は､ す で に 第 9環 で も 触 れ た よ う に､ 旧

来 主 と して 家 恥 に従 群 し､ せ いぜ い 補 助 的 作 業 に しか 従 部 して い な
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か っ た か ら､ そ れ を 男 子 同 様 に基 幹 的 作 実 に で疋Tltさせ る こ とは 単 に

労 働 評 価 の 方 法 の JUj腿 に留 ま らな い の で あ る｡ 例 え ば､ こ の 邸 例 で

は､ 女 子 社 員 の 労 働 評 価 基 準 を 男 子 と別 建 て で 行 う こ とが 提 起 さ れ､ =

そ の 限 りで は 男 子 と女 子 の 利 害 摩 擦 は 回 避 で き る で あ ろ う｡ だ が､

女 子 が 男 子 と同 じ生 産 隊 にl戚 して い る 限 り､ つ ま り女 子 の 作 業 状 況

が､ 男 子 を 含 む 生 産 陽 全 体 の 作 業 ノル マ の 達 ),Rに影 背 す る 限 り､

女 子 軽 視 " に 根 ざ した こ の 問 題 は 解 決 し難 い で あ ろ う｡

B ) 高 級 社 の 作 付 梢 城 と作 業 ノル マ ま行負

こ の 間 RBに つ い て は 央 ff県 の 火 椎 合 作 礼 の 耶 例 を取 り上 げ る が､

そ こ で は 前 章 で 触 れ た耕 地 条 件 に よ る生 産 性 糊 の 差 光 ば か りで な く､

加 え て 作 付 け を 割 り 当 て られ る作 物 の Lll容 と 16illlに も 関 わ るftu雌 が

生 じ た｡

こ れ に 関 わ る rHj脳 JTtiは 以 下 の 2つ で あ っ た｡

第 1は､ 作 付 計 画 の 割 当 に FXJわ る悩 RZiで あ るC 同 高 級 社 で は 各 生

産 隊 共 に 水 は け の よ い耕 地 (原 語 は ｢F詞地 ｣ ) と水 は けの 想 い窪地

が 混 在 して い た｡ 当 初 の 計 画 で は 窪 地 に は 小 変 を 作 付 す る こ と に な

っ て い た が､ 後 に別 の 作 物 を 作 付 け る こ と に 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 計

画 が 変 更 さ れ､ 生 産 隊 に下 達 され た｡ そ の 上 で､ 通 則 作 業 を保 証 す

る た め に､ 作 業 謂 負 耕 地 を生 産 隊 間 で 調 整 して 作 物 間 の 作 業 の 成 合

を 回 避 す る こ と に した｡ そ の 結 果､ 生 産 隙 間 で 耕 地 が 入 り組 む こ と

にな り､ 作 男 地 の 境 界 が 不 明 確 に な っ た｡

第 2 は､ 耕地 条 件 と作 付 捕 成 両 方 に関 わ る 問 題 で あ る｡ も と も と､

作 業 ノ ル マ 訴 負 は､ ｢正 常 な 自然 条 件 ｣ を前 提 に計 算 した もの で あ

り､ 窪 地 で は 土 LBが 虫 粘 で あ るた め､ 当初 の 作 業 ノル マ は 実 施 不 可

能 で あ っ た｡ 生 産 隊 は 高 槻 祉 管 理 委 員 会 に ノル マ の 修 正 を 求 め､ 労

働 点 数 の 辿 Juuを 輩 求 した｡ しか し､ 高 相 社 で は そ れ を 適 宜 修 正 しな

か っ た た め､ 窪地 の 多 い生 産 隙 が 丘 陵 地 の 多 い生 産 隊 を怨 み､ ま た

作 業 血 の 多 い 作 物 の 沢 山 あ る生 産 隊 が 作 業 iJnの 少 な い作 物 の 沢 山 あ

る生 産 隊 を 怨 む ん で い た｡ そ して､ 水 は けの よ い桝 地 が 多 い 生 産 隊
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や 作 業 瓜 の 少 な い作 物 の 沢 山 あ る 生 産 隊 は､ 肖 ん で 土 地 改 良 を 行 い､

措 置 を 講 じて 増 産 を 囲 う が､ 逆 に､ 窪 地 が 多 い 生 産 隊 や 必 要 労 働 瓜

の 多 い 作 物 が 沢 山 あ る 生 産 隙 で は､ い い か げ ん に 耕 作 し､ 与 え られ

た 労 働 点 数 の 枠 内 で は 作 業 が 完 成 出 来 な い こ とや､ 減 産 す る こ と を

絶 え ず 心 配 して い る と い う状 況 が あ っ た｡

こ こ で は､ 畔 に 排 地 条 件 の 差 異 ば か りで な く､ そ こ に何 を 作 付 け

る か に よ っ て 作 業 Etが 左 右 さ れ､ 生 産 曙関 の 作 業 条 件 の 格 差 も そ れ

だ け 増 幅 さ れ て 発 現 す る こ と が 示 さ れ て い る｡ さ ら に､ そ れ を 解 決

す る た め に､ 作 付 す る作 物 の 決 ま っ たlJl地 を 生 産 牌rll]で 交 換 さ せ る

と､ そ れ ぞ れ の 作 業 請 負 の 鳩 界 も 不 uJj経 に な る ほ ど入 り組 ん で し ま

う と い う 問 REiが 発 生 した の で あ る｡

こ れ は 高 級 社 に お け る 労 働 評 価 と状 節 で 論 じる 排 他 利 用 との IB点

で 生 じた rHJ雌 で あ る｡ こ こ に 存 在 す る の は､ 排 他 の 自然 的 条 件.を 考

慮 し た技 術 rJ'J合 理 的 な 作 物 の 生 産 陽 へ の 配 分 が､ 生 産 陽 に 柑 JLilす る

社 員 の 作 業 瓜 に 影 響 し､ 同 じ ノル マ の 下 で は 経 済 的 不 平 等 を高 め て

しま い､ そ の リ ス ク が す べ て 当 該 生 産 隊 に 負 担 さ せ られ る と い う 問

題 で あ る｡ 作 付 計 画 が 社 外 -一 県 一一 か ら下 通 さ れ た も の で 高 級 礼

が 独 自 に 変 更 で きな い も の で あ る 限 り､ 各 生 産 隊 の 作 業 条 件 を 作 物

の 配 分 か ら均 等 に調 整 す る こ とは 不 可 能 に な る｡ 省 委 員 会 が 提 起 し

た 対 韓 は, 生 産 隊 毎 に作 業 ノ ル マ を 一 定 変 更 で き る 余 地 を 与 え る こ

とで は あ っ た が､ そ の 変 更 可 能 な 帽 が 自然 的 条 件 と作 付 割 当 と い う

人 為 的 要 因 と打 ち 消 せ る ほ ど の も の で あ る か は 全 く保 証 が な い の で

あ る｡

作 業 謂 負 地 の 交 換 と い う 現 象 は そ の こ と を 象 徴 的 に 示 して お り､

作 付 計 画 の 技 術 的 合 理 性 と作 業 条 件 の 経 済 的 平 等 性 を 両 立 しよ う と

す れ ば､ 生 産 隊 を従 来 の 自然 村 や 初 級 礼 の 延 長 線 上 に 設 立 して､ 作

業 単 位 と して も ま た ノル マ 遂 行 =労 働 評 価 単 位 と して も維 持 す る こ

とが 困 難 に な っ て 来 る の で あ る｡ そ して 謂 負 面 椛 を 調 整 して､ 生 産

隊 そ の も の の 範 BiI-一 自然 村 あ る い は 旧 初 級 祉 単 位 I- を 変 更 す る

こ と が 必 饗 に な る の で あ る｡

7嬬

節 2節 生 産 随 に お け る耕 地 の ,血 的 利 川

初 級 社 で は､ 排 他 の 私 的 所 有 権 は 制 L度的 に 許 容 され て お り､ ま た =

必 ず し も 地 域 の 全 て の 良 家 を組 織 す る も の で は な か っ た. そ の た め､

初 級 社 に お い て 排 他 を面 的 に ま とめ る た め に は､ 第 9章 で 考 察 した

よ う に､ 未 加 入 戯 家 の 耕 地 と交 換 分 合 を 行 う こ とが 必 要 で あ っ た｡

高 級 社 で は 基 本 的 にす べ て の 戯 家 を Juu入 させ､ そ の 所 有 耕 地 は 無代

Ifl共 有 化 さ れ､ こ う した fHj脳 が発 生 す る こ と は な か っ た｡ 本 節 で 取

り上 げ た Tlt例 は､ い づ れ も排 他 の 所 有 権 を ま とめ る問 題 で は な く､

ま と め た 桝 地 の 輪 作 順 序 を統 一 して商 力 作 菜 あ る い は 機 繊 作 業 (桝

転 ) の 効 率 を 上 げ る こ とが 間 脳 とな っ て い た｡

こ の 限 りで は 福 娘 礼 に お い て は､ 極 め て純 技 術 的 IHI腿 と して 排 他

の 面 的 娘 中 の Fuj腿 が た ち 現 れ るが､ そ れ は 以 下 に 検 討 す る よ う に､

籍 1 に桝 地 利 川 が 生 産 隊 に割 り当 て られ る た め､ Ili収 ノル マ謂 負 (

｢包 産 ｣ )や 作 業 ノ ル マ 謂 負 ( ｢包 工 ｣ ) を通 じた祉 irllの 出 役 報 酬

を左 右 す る こ と､ 第 2に輪 作 順 序 の統 一 は 国 家 食 岨 生 産 計 画 の 達 成

に規 定 さ れ た も の で あ る こ と､ な ど高 槻 社 の 経 済 的 問 題 で も あ っ た｡

こ れ らの 点 に 留 意 しつ つ､ 以 下 呼 楓 ,qtと克 山 県 の 那 例 を 考 察 す る｡

呼 棚 ,qt 双 井 区 腰 塗 付 位 原 高 級 社 で は, 芯 級 礼 が 設 立 さ れ て

か らJJl地 の ul地 化 が 行 わ れ た. そ して､ そ の よ う な UI地 化 は 呼 楓 iF.i

双 井 区 全 体 で 行 わ れ た と い う (註 2)｡

倍 原 高 級 社 に は 8601白の 耕 地 が あ るが､ 元 は 5つ の 初 級 社 を基 礎 に

設 立 さ れ､ 各 社 間 に 排 他 の 境 界 が 交錯 して い た｡ そ して 排 他 は 村 全

体 で 600地 片 に 分 割 して い た｡ 1地 片 当 りの 面 相=まLa少 で 0･2-013胤

La大 で 川 場 で あ っ た｡ ま た高 抜 祉 設 立 以 前 に は 1地 片 に も い くつ か

の 作 物 が 栽 増 さ れ､ 地 片 単 位 で も稲 作 用 別 が 一 致 して いな か っ た｡

高 級 祉 設 立 以 降､ ます 全 社 の耕 地 を ｢北 開 ｣･ ｢南 荒 J､ ｢下 窪 ･

子 ｣ の 3つ の r耕 作 区 ｣ に 区 分 し 3つ の 生 産 隊 に 詐=ナ負 わ せ る こ と

に な っ たC こ こ で は 生 産 隊 の D日立が 7))級 社 よ り大 き い規 llAで 編 成 さ

.
L
.盲
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れ た の で あ る｡ そ の 際 に､ IJJ班 礼 か ら受 け 継 い だ 厩 肥 も 各 生 稚 隊 に

配 分 した｡

生 産 隊 に配 分 さ れ た 耕 地 の 利 用 状 況 は そ れ ぞ れ 以 下 の 通 りで あ っ

た｡ 全 体 と して 描 碓 準 備 作 業 糊 の 初 州 に は､ 権 利 生 産 隊 長 が 作 業 を

割 り振 り､ JJl地 へ の 厩 肥 搬 入 も 生 産 隊 長 の 言 う と お り に行 わ れ て い

た｡ しか し､ 描 碓 州 が 近 づ い て 来 る と 多 くの 閲 腿 が 発 生 し たo

ま す､ 第 1生 産 隊 は ｢南 荒 ｣ を 言削 ナ負 い､ 東 と コ ウ リャ ン を 作 付

け る こ と に な っ た が､ こ の 土 地 は 窒 素 分 が 多 す ぎ て 晦 年 作 物 が 倒 伏

して い た｡ しか し､ 配 分 さ れ た 肥 料 は 窒 素 分 の 多 い ･FJ弟 で あ っ た た

め､ 仕 方 な く馬 瀬 を 投 入 せ ざ る を 才けな か っ た｡ そ の 時川=こな っ て 隊

員 漣 は 盟 艇 の 補 い こ の 排 他 を 受 け 持 っ た こ と を 後 '帖jL始 め たo

次 に節 2生 産 ほ は ｢北 開 ｣ を謂 け 負 い､ 地 脈 と小 安 を作 付 け る こ

と に な っ た｡ 牢 が､ こ れ で は､ 捕 椛 作 業 川卜や小 安 の 収 機 時 州 に は 多

忙 で 仕 !liを 持 て 余 す 程 で､ 他 の 生 産 隊 の 救 lBが 必 賓 に な る｡ しか し･

そ の 時 州 を過 ぎ る と秋 か ら冬 に か け て 暇 に な っ て しま い､ 作 業 計 腑

が 立 て られ な くな る こ と に 気 が 付 い た｡

そ して 第 3生 産 隊 は ｢下 種 子 ｣ を謂 け 負 い､ トウ モ ロ コ シ と 大 豆

の 塑 立 て 捕 機 (原 語 は ｢和 擢 ｣ ) を行 う た め､ 分 配 さ れ た 厩 肥 を す

べ て 耕 地 に 搬 入 した｡ ｢下 種 子 ｣ の 耕 地 の 単 収 ノル マ は 他 の 生 産 隊

よ り向 か っ た が､ 地 場 を 撤 去 す る と面 相 が 10伯 増 え た の で､ 総 生 産

虫 で は 任 務 を 達 成 で き る こ と に な り､ か え っ て 単 収 向 上 の 努 力 を 放

棄 して し ま っ た｡

っ ま り､ こ こ で は､ 耕 地 を 団 地 化 して 三 つ の ｢排 作 区 ｣ と し､ 各

生 産 隊 に そ れ ぞ れ 一 つ の r耕 作 区 ｣ と 別 個 の 作 物 を 機 械 的 に割 り振

っ た た め､ 配 分 さ れ た 排 他､ 作 付 け 計 画､ 肥 料 お よ び 労 働 力 が う ま

くマ ､ソチ せ ず､ 弟 1 ･2生 産 陣 で は 肥増 管 理 の 困 難 や 季 節 毎 の 労 働

力 配 分 の 不 均 等 が 発 生 し､ 第 3生 産 隊 で は 申 収 ノ ル マ が 低 す ぎ る 結

果 と な っ た｡

こ の よ う な 現 象 を 派 生 した 生 産 手 段 の 配 分 に つ い て､ 段 作 業 経 願

の El宙 な ｢'t-古裕 中 脳 ｣ は､ 作 物 の '占lJ当 が 土 田 に合 致 して い な い･の で･

?Jt)I

不 満 を 持 っ て い た｡ そ して､ 各 生 産 隊 で は ｢祉 Elの 出 勤 率 が 低 下 し､

春 季 描 柁 準 鵬 作 男 が 進 ま な くな っ た ｣ と い う｡

排 他 の B7地 化 に つ い て は､ 腰 壁 村 党 支 部 委 員 会 に よ る と､ 社 内 の I. .

耕 地 を 生 産 隊 の 数 に耕 地 を 3つ に ま とめ て し ま っ た こ とが 問 題 で あ

っ た よ う で あ る｡ つ ま り､ EB地 化 が､ 箱 1に､ 稀 級 社 は 生 産 手 段 を

共 有 化 す れ ば､ あ と は 団 地 化 す る 隙 に も桝 地 利 用 の 問 題 は 存 在 しな

い とす る 認 識 が 瞥速 的 に あ っ た こ と､ 第 2に､ 新 式 畜 力 出 兵 は 1地

片 を 101自 に ま で ま と め れ ば 十 分 な の に､ む や み に耕 地 の 団 地 化 を 追

め た こ と､ の 2点 を 契 機 と して 進 め られ た こ と を 問 題 視 して い た｡

そ して､ こ の 教 訓 を受 け て 瞭 原 高級 社 で は､ 排 他 の 団 地 化 と各 耕

地 片 へ の 作 物 の 配 分 の 再 調 整 を決 定 した｡

ます 桝地 の EE地 化 の 目的 を 改 め て 確 認 し､ I);1則 を決 定 した｡

そ の El的 と は､ ① 新 式 畜 力 膜 具 の 利 用 を可 能 に す る こ と､ ② 生 産

陽 の 作 業 効 率 を 高 め る こ と､ 総 じて増 産 を通 成 す る た め で あ る と さ

れ た｡

ま た 団 地 化 の 原 則 は､ ① 可 能 な 限 り団 地 化 す る が､ 無 理 矢 理 B]地

化 しな い こ と､ ② 団 地 化 した ら増 産 に力 を往 く･こ と､ ③ 1地 片 の 面

相 は 普 通 の 生 産 隊 が 1日 で 作 業 で きる面 椀 を Lrliも適 当 とす る こ と､

と さ れ た｡

団 地 化 した 後 の 各 耕 地 片 の 作 物 の 配 分 に関 して は､ ① 土 壌 条 件 に

合 わ せ て 作 付 け 可 能 な 作 物 を選 定 す る こ と､ ② 輪 作 を 考 慮 して 前 年

の 作 物 に 対 応 す る作 物 を 地 片 内 部 の 部 分 毎 に 確 定 す る こ と､ ③ 作 物

に合 わ せ て 肥 料 の 種 類 と投 入 良 を決 定 す る こ と､ ④ 前 後 作 関 係 を 調

整 し､ 最 後 に 国 家 の 生 産 計 画 と照 合 して 作 付 け計 画 を 崩 終 決 定 す る

こ と､ が 指 摘 さ れ た｡

しか し､ こ の 時 点 で よ り具 体 的 な問 題 が 浮 上 して き た｡ つ ま り､

耕 地 の 団 地 化 を 作 業 遂 行 上 の 利 益 に適 合 した擢 度 に抑 え た と して も､

高 級 祉 設 立 以 附 ま､ 初 級 社 に よ っ て600枚 の 耕 地 が 細 分 化 さ れ て 輪 作

を行 っ て い た わ け で あ る か ら､ 耕 地 を面 rlt)Lこ躯 中 して も稲 作 順 序 が

統 一 さ れ な け れ ば ま とめ た意 味 が 塊 失 して しま う の で あ る｡



','r/.

そ して 当 時､ 多 くの ｢笛 紹 中 段 ｣ や 紹 願出砧 な ｢老 腿 ｣ は､ あ く

ま で も既 存 の 輪 作 順 序 を 遵 守 す る こ と を j三張 して い た が､ そ れ で は

団 地 化 して も 作 付 け が 統 一 で きな い と い う矛 盾 が 生 じ た｡

結 果 的 に､ 翌 1957年 以 降 に､ ま とめ られ た 地 片 毎 の 輪 作 順 序 を 順

次 統 一 して い くた め の 技 術 的 移 行 は 虻 が 傾 討 され た｡

そ の 案 は 表 14- 2a)に示 し た通 りで あ る が (第 3生 産 隊 が 謂 け 凸

っ て い た ｢下種 子 ｣ につ い て は 不 明 )､ 現 状 で は 二 つ の ｢JJl作 区 ｣

共 に 比 較 的 面 illの 大 き い 地 片 の fiuに別 の 輪 作 順 序 の 地 片 が 入 り組 ん

で お り､ そ れ が 作 業 効 率 を低 下 さ せ る 原 因 に な っ て い る と され て い

た｡

つ ま り､ 輪 作 順 序 の 統 一 は こ の 小 地 片 の 輪 作 順 序 を 大 地 JTに あ わ

せ る 方 向 で 行 わ れ､ そ の た め の 技 術 的 措 孤 が こ う じ られ､ 1年 ま た

は 2年 で 統 一 す る こ と に な っ た｡

B]地 化 の 憎 iEの 紹 架 は 袈 1,1- 2b)の よ う に な り､ こ れ らが 三 つ の

耕 作 区 に 分 け られ､ 3つ の 生 産 隊 に桝 作 区 を 配 分 さ れ た｡ 生 産 隊 の

協 会 で は 他 の 生 産 隊 と一 部 で 桝 地 が 交 錯 して い る が､ 各 地 片 が 15-

161白 と大 き い の で 作 業 効 率 に 影 響 しな い と さ れ､ そ れ 以 上 の 調 整 は

行 わ れ な か っ た｡

こ の よ う に､ 高 級 社 で は 初 級 社 な ど の 耕 地 と輪 作 順 序 を 前 提 と し

て､ 富 力 組 作 業 な ど に便 利 な よ う に､ 第 1 に 分 散 した 地 片 を 面 的 に

ま と め る こ と､ 第 2に地 片 内 の 輪 作 順 序 を 統 一 して 利 用 面 で ま と め

る こ と､ を通 じて 桝 地 利 用 も そ れ ま で と は 大 き く変 容 して い っ た の

で あ る｡

た だ､ こ こ で "解 決 " さ れ た の は 輪 作 順 序 の 統 一 の 閲 題 だ け で あ

り､ 当 初 JRl題 と な っ た各 生 産 隊 riilの 作 業 条 件 の 調 整 は､ 少 な く と も

資 料 で み る限 り考 慮 さ れ て お らず､ こ の 点 が 以 降 も問 題 と して 残 る

と考 え られ る｡

さ らに､ 資 料 で は 明 示 的 で は な い が こ の 背 景 に あ る の は､ 国 家 の

食 視 増 産 ･日 付 計 画 に泊 っ た 耕 地 利 用 へ の 再 編 で あ っ た と思 わ れ る｡

* * *

'7t1

蓑1卜 2 3･'J'放心における耕地のUJ地化と輪作Wtl事の統一過程

(岬湖HIと 双非区 腰壁材 蚊広場 放心､ L95昨 )
a)輪作順序の統一案

耕作区名面榊 作物配分のfR状 技術的移行JLt厄 輪作統一予定面桃 56年作 57年作

｢北F.Bj｣36.15椎弓 0.771向1地片 莱 小麦不.汀LnLE 柴跡地のBf起+厩肥で小安作付けに修正 )957ifi

35.38伯2地片 大豆 小麦可能

｢南荒 ｣15灼 13.7伯 トウモロコシ 巣播棚可lJ.i l957畔 は別々に作付け､ l958年にシ'ヤがイモに統一する J958咋

ら)耕地団地化の結火

団地化以前 団地化以後

地片数 600 63

(5初級祉) (3束け作区)

地片当り I.良.i- IO 1日 36.15泊 : 1地片

貞料 :i. ｢上地規画克IJu了生産盲目性｣,那 迂江 日報J956年 2月18日･

2. ｢佃好農米生産合作社的土地税画 ｣,那近江 El報J956年 3月 3日

-
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こ の 点 に つ い て 次 に克 山 県 第 7区 古 城 村 古 城 同 級 礼 の 11例

を 考 察 す る (証 3)0

ま ず､ 古 城 高 級 礼 の 組 織 お よ び 排 他 概 況 を 見 る｡ 古 城 高 級 社 は 19

55年 に試 験 的 に 設 立 さ れ た が､ 当 時 は 加 入 戸 数 93戸､ 排 他 面 相 は 43

7伯 で あ っ た｡ L956年 に は 古 城 村 の 全 部 の Jn家 が 純 綿 さ れ､ 戸 数 は 4

16戸､ 耕 地 面 fllは 1,7001白 に な っ た｡ ち な み に､ こ の 時 点 で の 柏 片 数

は 1,180枚 で あ っ た｡

ま た､ 古 城 村 は 鳥 相 ホ 河 の 北 岸 に位 置 し､ 地 勢 は 丘 陵 地 で 起 伏 が

あ り､ 長 州 閲 の 降 雨 に よ る浸 食 を 受 け た た め､ 水 は け の よ いjJl地 (

｢絹 地 ｣ ) の 如 上 屑 は 苅 く､ 傾 斜 地 に は 大 き な 洞 が 掘 られ､ 千古 も

しば しば 発 生 して い た｡ こ う した 自然 条 件 や 地 形 条 件 に制 約 さ れ て､

桝 地 利 用 も分 散 的 で ｢各 地 片 ･各 作 物 毎 の 前 作 作 杓 が 共 な り､袋 EL]

経 営 の 架 求 と矛 盾 す る ｣ 状 況 で あ っ た｡

高 級 祉 設 立 以 降 に は､ 鵜砲江 省 仏英Jfl 作 組 が 来 村 して 土 地 利 川

計 画 (原 語 は ｢土 地 利 用 企 画 ｣ ) の 作 成 を 指 耕 し た｡ 当 時､ 役 畜 の

放 牧 用 地､ 林 地､ 娘 諸､ 防 風 林 な どの 土 地 利 用 計 画 の 作 成 と同 時 に､

｢桝 作 区 ｣ の 決 定 も行 わ れ た｡

古 城 村 に は トラ ク タ ー ･ス テ ー シ ョ ン が あ っ た た め､ ｢桝 作 区 ｣

の 確 定 は 地 形 条 件 の 他 に 機 械 耕 転 作 業 の 便 利 も考 慮 して､ 13の ｢耕

作 区 ｣ に 区 分 さ れ た｡ 同 時 に 各 ｢耕 作 区 ｣ の 輪 作 順 序 の 統 一 も 検 討

され た｡

そ の 際 に ｢トラ ク タ ー の 利 用 の み を 考 慮 して 分 散 し た耕 地 を 無 理

矢 理 団 地 化 して 作 物 を統 一 す れ ば､ 減 産 す る こ と は 必 至 で あ る ｣ と

の 考 慮 か ら､ ｢各 排 作 区 で は､ 2年 間 (1956年 と 57年 一一 菅 沼 ) か

け て 輪 作 周 期 を 合 致 さ せ て 団 地 化 す る こ と に した ｣｡ だ が､ そ う す

る と ｢生 産 計 画 が 要 求 す る作 付 け 面 榊 を 確 保 で き な くな る ｣ こ と が

問 題 に な っ て 来 る｡

こ の 点 に 関 迎 して 当 地 の 輪 作 に つ い て 説 明 して お く｡ 古 城 村 の 輪

作 習 恨 は､ 3年 を 1輪 作 周 期 と して､ そ の 内 2年 間 は ｢穂 北 ｣ と い

う捕 機軸 に よ っ て 桝 起 ･並 立 て を 行 わ な い で 小 変 ･コ ウ リ ャ ン ･架
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な ど 小 粒 種 子 作 物 を 作 付 け して 栽 培 す る｡ 真尖りの 1年 は 大 豆 か トウ

モ ロ コ シ な ど大 粒 種 子 作 物 を 桝 起 .埋 立 て を 行 っ た 後 に､ 厩 肥 を 元

肥 と して 多 く投 入 して 描 擢 す る､ と い う もの で あ っ た｡ 総 じて - -

棄 (ま た は コ ウ リャ ン )- 小 麦 - 大 豆 (ま た は トウモ ロ コ シ､

排 起 ･出 立 て )一 葉 (ま た は コ ウ リャ ン )

-･と い う輪 作 順 序 で､ この 原 則 は大 豆 ･コ ウ リャ ン お よ び 粟 の 辿

作 ･隔 年 作 を 行 わ な い点 に あ る (証4)｡ た だ､ 干 害 の年 に は 水 分

蒸 発 を 回 避 す る た め に桝 起 ･塑 立 て を必 輩 とす る 大 豆 な ど を作 付 け

しな い で､ 小 麦 ･コ ウ リ ャ ン な ど を 1年 余 計 に迎 作 し, 大 豆 な ど を

1年 間 先 延 ば し にす る場 合 も あ っ た と い う｡

註 4: 表 IL1- 2 に整 理 した前 山 の 呼fA5川tで は､ 大 豆 → 小 変 と か

トウ モ ロ コ シ → 架 と い う順 序 が 可 (iEで あ る と さ れ､ この 克 山 リ話の

輪 作 順 序 と は､ 多 少 異 な っ て い る｡

従 っ て､ 従 又 1.180枚 の 耕 地 には この よ う な 輪 作 が 錯 綜 して 行 わ れ

て お り､ 排他 を ま とめ る場 合 に は､ この 輪 作 順 序 を守 ろ う とす れ ば

各 地 片 の 輪 作 脈 序 は 直 ち に は 統 一 で き な いわ け で､ 上 述 の よ う に輪

作 順 序 を 性 急 に 統 一 す る と連 作 ま た は 隔 年 作 を 行 わ ざ る を得 ず､ 減

産 す る 可 能 性 が あ る の で あ る｡

そ こ で 古 城 高 紐 社 で は ｢輪 作 習 例 と国 家 生 産 引 画 の 双 方 を 勘 案 し

て ｣ 以 下 の よ う に輪 作 順 序 を修 正 した｡ そ の 際 に､ 輪 作 習 慣 と 国 家

生 産 計 画 実 現 との 技 術 的 妥 協 の産 物 と して､ 次 の よ う な 輪 作 修 正 の

原 則 を 立 て た｡

ま ず､ 大 豆 ･コ ウ リャ ン､ 粟 は迎 作 や 隔 年 作 の 敵 背 が 大 き い の で･

輪 作 周 州 に沿 っ た 排 他 の み に作 付 け をす る こ と｡ そ して､ トウ モ ロ

コ シ や 小 変 は 辿 作 ･W.年 作 の 影 響 が 少 な いの で､ 輪 作 順 序 の 統 一 は

こ の 二 つ を 作 付 け て 行 う こ と○ そ して､ 迎 作 ･隔 年 作 を避 け た た め
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に､ 計 画 よ り作 付 け が 減 少 す る作 物 に つ い て は､ 新 た に l梢聖 し た 耕

地 に 作 付 け て､ 必 要 な 作 付 け 面 fllを 確 保 す る こ と､ で あ っ た｡

そ の 具 体 的 内 容 は､ 第 1に 衷 14-_旦 に 示 し た よ う に 輪 作 順 序 そ の

も の を 修 正 して 次 第 に輪 作 周 期 を 統 一 さ せ て ゆ く方 法 と･ 節 2 に 統

一 ま で の 生 産 計 画 と の 非 ね 合 い を I娼聖 地 な ど を 利 用 して 補 足 す る 方

法 と を併 用 す る こ と で あ っ た｡

前 者 に つ い て は､ 表 に 見 る よ う に輪 作 の 3咋 口 に従 来 と は -5'iな る

作 物 を組 み 込 ん で 4年 周 期 に 修 正 して､ 小 変 作 で 輪 作 を統 一 す る 措

置 が と られ た｡ 後 者 に つ い て は､ 1956年 に は 紫 と麻 を 合 わ せ て 80伯

分 を 開 墾 地 に 作 付 け た｡ こ う して 元 の 耕 地 に 小 安 を 作 付 け て 翌 57年

に は 大 豆 を作 付 け る こ とが 可 能 に な っ た｡

しか し､ 機 械 桝 舷 を早 州 に 実 現 す る た め に は や は り輪 作 を統 一 す

る 必 要 が あ っ た｡ そ こ で､ 1956年 に は 本 来 大 豆 を 作 付 け る べ き 4つ

の ｢抑 作 区 ｣ に つ い て､ 粟 や コ ウ リャ ン を 作 付 け る こ と と し､ そ の

代 わ り に厩 肥 を 十 分 に投 入 して 大 豆 を 作 付 け な い 分 の 地 力 増 進 を 行

う こ と に した｡

こ の よ う な､ 輪 作 作 物 の 調 整 に よ っ て､ 1956年 の 内 に従 来 の 1.81

0枚 あ っ た 耕 地 を 239枚 に ま と め る こ と を 決 定 した｡ 1,70川 司の 耕 地 の

う ち 650上白に つ い て は､ 小 麦 収 横 後 の 排 起 や 秋 収 機 直 後 の 桝 起 作 業 を

行 っ て､ 1957年 に は 70枚 に ま とめ､ 1958年 に は 数 枚 の 大 地 片 に ま と

め て 全 面 的 な 機 械 作 業 を 実 施 す る こ と と した｡

こ の よ う に､ 高 級 社 で 耕 地 の 面 的 娘 中 と輪 作 順 序 の 統 一 が 進 め ら

れ た の は､ 一 方 で は 畜 力 組 作 業 や 機 械 桝 転 の 作 業 効 率 を 高 め る た め

で あ っ た｡ だ が 他 方 で､ そ れ が 省 農 業 庁 工 作 組 の 直 接 指 導 の 下 で 行

わ れ た こ と と､ 輪 作 の 修 正 過 程 で も ｢国 家 生 産 計 画 ｣ の 達 成 が 考 慮

さ れ た こ との 2点 か ら見 て､ 耕 地 の 団 地 化 と輪 作 順 序 の 統 一 が､ そ

れ ま で 個 別 出 家 や 部 分 的 に初 級 杜 に よ っ て 利 用 さ れ て き た 耕 地 を､

行 政 村 Iti位 で 省 お よ び 県 を通 じて 下 達 さ れ る 会 規 生 産 (買 付 ) 計 画

の 下 に統 合 再 編 す る 意 味 を 有 して い た こ とは 明 か で あ る｡

個 別 IEt家 や 初 級 社 の 段 階 で も､ 桝 地 利 川 は 食 Irl増 産 技 術 の BL1-及 や

衣1413 耕地Efl地化のための輪作Jfil事の修正

(丸山9.t 那7区 古城村 古城高級祉 )

I/Jて r

1年 日 2年目 3年El 4年 日

在来方式

粟 う 小麦 → う 粟

･コウリャン ･トウモロコシ ･コウリャン

帽正輪作〟式

大豆 一 発 .コウリャン う う dゝ糞

トウモロコシ う 架 ⇒ 之且乳£景 →

小麦 う トウモロコシ う え之法A う ぬゑ

賃料: ｢真郎近江省農業庁技術推広処 古城合作社是,'E. 様進行土地税画的｣,孤

砲江日報1956年3月17日

註 :下線 部分は､在来の輪作Jfi序と変更された部分を示す｡
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生 産 ･日 付 計 画 の 下 達 と い う 形 で､ 国 家 政 蹄 に よ る税制 を 受 け て き

た こ とは､ こ れ ま で の 考 察 で す で に LlJjちか に さ れ た｡ しか し､ 前 節

の B ) 項 で 触 れ た 各 生 産 隊 の 作 業 条 件 一一 作 業 ノル マ お よ び 坤 収

ノル マ の 遂 行 条 IIF-- の 調 整､ 特 に そ の 中 で 浮 上 した 作 業 請 負 地 の

交 換 に 象 徴 さ れ る よ う に､ 高 級 社 に お い て は 排 他 の 面 的 利 用 ま で も

国 家 計 画 に よ っ て 決 定 さ れ る も の に 質 的 に 転 換 さ せ られ た の で あ る｡

J7J8~

第 3節 生 産 隊 に お け る役 畜 の 使 役 ･飼 丁目Euは

節 9串 の 初 級 礼 の 耶 例 考 察 で 焦 点 とな っ た の は､ 役 畜 の 私 的 fTr有

を前 提 と した､ 禎 苗 出 'i5高 配 当 (原 話畠は ｢賎 組 ｣ ) の 決 定 問 題 と､

使 役 と飼 育 管 理 の 調 整 閲 腿 で あ っ た｡ 高 細 礼 で は 役 畜 は有 Lに共 有 化

され る た め､ 共 有 化 され た後 に同 様 の 問 腿 が 発 生 す る 余 地 は if無くな

る｡

だ が､ 高 級 礼 で は 行 政 村 と い う 大 規 模 な組 純 で 役 畜 の 使 役 と飼 育

が 行 わ れ る こ と に な る た め､ そ の 管 理 を どの 様 に実 施 す る か が 新 た

に問 題 と な る｡ 節 13帝 で は 高 槻 社 にお け る役 畜 の 利用 管 理 の 前 角 刺

皮 ( ｢包 排 畜 J 制)を 制 度 面 か ら扱 っ た が､ 本 qJで は そ の 実 隙 問 題

に立 ち 入 る｡ L蒜初 に 雑 屯 江 省 の 全 体 的 状 況 に つ い て､ 高 級 祉 設 立 級

の 役 畜 使 役 .哲 理 の 聞 出 点､ JXt作 業 州 の 他 校 と飼 育 の 衝 突､ 越 冬 yJf

の 投 荷 保 言即日J腿 に つ い て 順 次 概 観 し､ そ の 後 に個 別 rTt例 を 考 察 す る｡

そ こ で は､ 高 級 社 に お け る畜 産 業 の袋 迫 の 尖 煙 と､ い くつ か の 解 決

当1例 を 土 地 改 革 前 の 状 況 と比 較 しつ つ 検 討 す る｡

A)役 畜 の 使 役 ･管 理 制 度 の 概 況

本 項 で は 崇 屯 江 日報 の 社 説 か ら､ 高 級 礼 に お け る役 畜 の 使 役 ･管

理 と そ の 制 度 状 況 を 概 観 す る (註 4)｡

社 説 に よ る と､ 高 級 祉 設 立 に よ って 生 じる役 畜 利 用 ･管 理 の 長 所

と して は ･･･

① 飼 育 能 力 の あ る 人 材 が 適 材 適 所 に配 置 さ れ､ 能 力 を発 押 で き る､

② 飼 育 技 術 が 向 上 で き る､

③ 役 畜 が 統 一 的 に 利 用 され る こ とで､ 役 畜 の 利 用 率 が 高 ま る､

④ 飼 育 設 心;17を 整 備 で き る､

⑤ 飼 料 生 産 用地 が 碓 保 で き る､

⑥ 役 畜 の 改 良 と繁 殖 に有 利 で あ る､

の 6点 が 挙 げ られ て い る｡ しか し､ 現 状 で は こ う した#1-flEj人 員 を

l
'･l
一11
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配 躍 して､ 役 畜 を ま とめ て 管 理 し､ 統 一 的 に 利 用 す る 制 度 を 作 っ た

も の の､ ｢こ れ らの 条 件 は 十 分 に 発 抑 さ れ て い な い ｣ と さ れ､ 実 隙

に は - -･

(9畜 舎 が 狭 く朗 桶 も 少 な い､

② 馬 が 畜 舎 に ぎ ゅ う詰 め に され､ ひ しめ い て い る､

③ 粗 飼 料 や 泊 厚 飼 料 の 供 給 が 不 足 して い る､

④ す べ て の 役 畜 に 糾 ･水 が 行 き 破 らな い､

(9役 畜 使 役 制 度 が い い か げ ん､

こ とが IJj腿 に な っ て お り､ そ の た め ｢役 畜 が や せ 衰 え､ 病 気 に か

か っ て 死 亡 し､ ま た 母 高 も妊 娠 しな か っ た り､ 流 産 す る こ とが 多 い｣

状 況 に あ っ た｡ ま た､ ｢飼 料 不 足 と､ miltlj作 業 で の 畜 力 不 足､ 作 業

強 度 が 商 い な ど の rHj題 や 弊 宙 を認 識 で き て も､ 役 畜 が や せ 栄 え る の

を解 決 で き な い ｣ で い る こ と が 報 告 さ れ て い る｡ つ ま り､ 上 記 の 長

所 す べ て が 実 際 に は 実 現 で き て い な か っ た の で あ る｡

社 説 は､ 高 級 社 に お け る役 畜 の 使 役 ･飼 育 の 注 意 点 と して､

第 1に､ 役 畜 の 体 力 の 強 弱､ 年 齢 お よ び 作 業 の 強 度 に 応 じ た 飼

育 ･管 理 方 法 を 確 立 す る こ と､

第 2 に､ 役 畜 が 共 有 財 産 で あ る こ と を 教 育 し､ 役 畜 の 利 用 ･管

理 は 公 正 で 有 能 な 飼 育 員 を 選 抜 す る 他 に､ 社 員 が 役 畜 の 利 用 に 注

意 を 払 う よ う にす る こ と､

第 3に､ 飼 育 賀 員 の 労 働 評 価 は､ r作 美 ノル マ謂 負､ 作 業 血 と

質 の 規 定､ 超 過 達 成 奨 励 ｣ の 方 法 を 採 用 し, 作 業 の 繁 閑 ･機 類 に

F謝係 な く報 酬 を 与 え る r平 均 主 義 ｣ 的 方 法 を 改 め る こ と､

を 提 起 して い る｡

高 級 社 で は､ 畜 舎 や 飼 料 が 不 足 して お り､ そ の 上 で 使 役 ･飼 育 を

順 調 に 行 う た め の 体 制 作 りや 労 務 管 q!が 未 盤 OiLlだ っ た と い う の が 全
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体 的 状 況 で あ っ た｡ 特 に役 畜 の 飼 fl'方 法 につ いて 胴 休 毎 の 状 況 に 応

じた 使 役 と飼 育 を 行 う こ とが 課 題 と して 強 調 さ れ て い る｡ 以 下 で は､

戯 繋Wlと越 冬 州 の 二 つ の 特 則 の 分 け て 考 察 す るc

B )戊 作 業 IUlの 役 畜 の 使 役 r臼jRB

次 に 農 作 業 州､ 特 に農 繁 期 の 役 畜 の 使 役 ･管 理 につ い て､ 1957年

の 状 況 か ら､ こ れ も 黒 海 江 E]報 の 社 説 に よ っ て 概 観 しよ う (註 5)｡

1957年 の 春 季 捕 碓 作 業 以 降 の状 況 は､ 降 水 Etが 多 く描 楼 作 業 が 過

れ て お り､ ま た 夏 季 中 洲 作 業 を含 め て､ 適 州 内 に作 業 を完 JJ試さ せ る

に は 役 畜 の 負 担 が 多 くな る恐 れ が あ っ た｡ ま た､ 降 水 故が 多 く土 壌

が 湿 っ て 曳 くな り､ 作 業 強 度 も きつ くな る､ と い う役 畜 の 使 役 ･管

理 条 件 は き わ め て 懸 か っ た｡

そ の 上､ こ の 時 州 に は 種 付 け用 の雄 馬 や 雌 馬 は 交 配 の た め に､ ま

た 妊 娠 し た J.唱や 小 ,[3=;も休 共 が 必 要 で あ っ た｡

そ の 結 果､ r作 業 早 抑 完 成 の た め の 役 畜 使 役 と役 畜 の 休 養 ･交 配

の た め の 保 盲壁と の 矛 盾 J が 発 生 した｡ つ ま り､ 役 畜 の 飼 育 と使 役 が

ば らば ら に 行 わ れ て い る た め､ ｢役 畜 使 役 要 員 は 作 業 ノル マ達 成 の

た め に 役 畜 を 酷 使 す る ｣ し､ ｢飼 育 要 員 も数 十 頭 の 役 畜 を 一 度 に 面

倒 見 切 れ ず､ 十 分 に 休 為 させ な い 内 に､ ま た 作 業 に出 す こ と に な る｣

た め､ ｢役 畜 の 体 力 低 下 や 死 亡､ 流 産 の 発 生 が 相 継 い だ ｣｡

さ らに､ ｢一 郎 の 地 域 で は 社 員 が強 壮 な 馬 を選 択 して 利 用 し､ 使

役 可 能 で あ っ て も牛､ 小 馬､ 体 力 の 弱 い馬 で は 作 業 ノル マ の 達 成 が

遅 れ る の で 利 用 した が らな い ｣ た め､ 馬 の 健 占托維 持 が 余 計 困 難 に な

っ て い た｡

こ の よ う に､ 瓜 繋 期 に は 役 畜 の 交 配 ･繁 殖 期 も盛 な って､ 圃 場 作

業 の 面 か らは 他 方蛭で 馴 上な 馬 の 迎 続 使 役 が 要 求 さ れ､ 飼 育 ･繁 殖 面

か らは 牛､ 小 馬 な ど を 含 め て ま ん べ ん な く使 役 して､ 十 分 な 給 餌 ･

休 息 uSf臼｣を 碓 併 し､ ま た 繁 殖 用 の 馬 の 使 役 を 回避 す る こ とが 要 求 さ

れ､ 両 者 が そ れ ぞ れ 作 業 ノル マ に拘 束 さ れ て い る こ と を前 馴 こ･ 鋭

く対 立 して い た の で あ る｡
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こ の 脱 緊 州 の 役 畜 の 使 役 と飼 育 の 対 立 の 解 iLL蹄 と して､ 次 の よ う

な 柑 選 が JR岨 さ れ た｡

ま す､ 使 役 ･飼 育 管 q!体 制 と して は､ ｢分 散 銅 fl<. 飼 育 ･使 役 の

結 合 ｣ が 抱 起 さ れ た｡ つ ま り､ 生 在 隊 毎 に披 役 ･網 干)<を 受 け 持 っ て､

しか も飼 育 安 員 と使 役 斐 員 が 迎 絹 を 取 っ て †lll体 を 管 FJ!す る 方 uiが W

起 さ れ た の で あ る｡ 具 体 的 に は ｢飼 育 架 員 は 個 体 に聞 腿 が な い こ と

を 確 認 して か ら､ 使 役 要 員 に 引 き 泊 し､ 使 役 安 口 は 作 業 終 f後､ 相

場 で の 使 役 状 況 を 飼 育 要 員 に 報 告 す る ｣ こ と を 戎 務 づ け､ ま た こ の

作 業 は 特 定 の 社 員 に 固 定 し､ 二 人 の 許 可 な く役 畜 を 乱 川 す る こ と を

防 止 す る ｣ こ と と した｡

ま た､ 同 機 作 業 を 行 う 社 員 の 作 業 ノ ル マ の 述 J戊状 況 の 評 価 に つ い

て は､ ｢作 業 ノ ル マ の 調 整 に よ っ て 解 決 す る｡ つ ま り､ 同 等 の 休 jJ

と技 術 を 持 つ 社 員 が､ 利 用 した 役 畜 の 質 の 差 に よ っ て 作 業 爪 の 格 差

が 生 した 場 合 に も､ 同 じ労 働 点 数 を 与 え る ｣ こ と と し た｡

そ の 他 に も､ 役 畜 の 休 息 時 間 の 確 保 と 風 域 作 業 の 朝一求 を 調 軽 す る

た め に､ ｢早 朝 出 役 ･夕 方 作 業 終 7 に よ り､ 1 Elの 作 業 を 時 r糊を か

け て 行 い､ そ の 間 に役 畜 の 休 憩 時 間 を 十 分 に 確 保 す る ｣ こ と､ そ の

際 に ｢使 役 要 員 の 抑 揚 作 業 時 間 が 延 長 し た 場 合 に は､ 適 切 な 紹 清 的

保 証 を 行 う こ と ｣ と さ れ た｡

さ らに､ ｢農 繁 期 に は 社 員 の 個 人 的 な 使 役 を で き る 限 り控 え る よ

う に 教 育 す る｡ た だ､ 病 人 の 運 搬 や 摺 米 な ど の 利 用 に 付 い て は 配 慮

し､ 緊 急 の 場 合 に は 劣 っ た役 畜 を 利 用 さ せ る ｣ こ と と した｡

こ れ らの 一 連 の 摺 濃 に よ っ て､ IiA米 州 の 役 畜 の 使 役 と飼 育 の 衝 突

が 調 整 さ れ る こ と に な っ た が､ そ こ で は や は り個 体 毎 の 使 役 ･給 餌

･休 息 な どの 調 整 に注 意 す る こ と が 技 術 的 要 点 に な っ て お り､ 抑 揚

作 業 と飼 育 の 双 方 を つ な (･使 役 ･飼 育 各 担 当 者 の 両 者 を こ の 点 に rt

任 を も た せ る こ とが か な め に な っ て い た｡ そ して､ 役 畜 の 使 役 ･飼

育 を 悦 乱 す る 要 因 を 排 除 す る た め に､ 役 畜 の 作 業 他 力 差 を 生 産 悌 貝

の 労 働 評 価 か ら切 り離 す こ と と､ 家 串 労 働 で の 利 用 の 制 限 す る こ と

が 考 慮 さ れ た｡
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C )越 冬 州 の 役 畜 飼 育 管 理 体 制

本 項 で は､ 越 冬 州 の 役 畜 飼 育 rHJ腿 を 中 心 に 高 級 社 の 役 畜 飼 育 体 刺

を 考 察 す る｡

黒 滝 江 省 で は 1年 の 半 分 近 くが 冬 季 で あ り､ そ のJu=luの 役 畜 の 使

役 .飼 育 も腿 緊1切 と は 異 な る問 題 を持 っ て い た｡ 特 に厳 し い気 象 条

件 の 下 で､ 無 事 に越 冬 さ せ 同 時 に繁 殖 の 準 備 を さ せ る と い う点 で､

こ の 時 糊 の 役 畜 の 飼 育 問 題 は､ 高 級 社 の 役 畜 飼 育 活 動 の 中 で 応 も 肝

要 な 時 州 で あ っ た (註 6)｡

1956年 か ら57年 に か け て の 越 冬 州 に は､ 鵜屯江 粥 で 以 下 の 様 な 問

煙 が 発 生 して い た と い う｡ 問題 の 項 目の み を 挙 げ る と､ ① 役 畜 の 越

冬 用 貯 蔵 飼 料 の 不 足､ ② 一 般 社 員 の役 畜 へ の 配 IJuq不 足, ③ 幹 部 の ILt

業 虫 視 ･畜 産 軽 視 の 一 面 性､ ③ 畜 産 部 門 へ の 具 体 n'lJ指 示 の 欠 如､ が

あ り､ そ の 結 果 ｢管 BJ!が 不 十 分 で 役 畜 の 虚 ijil化､ 硫酸､ 死 亡 の 多 発｣

が 問 題 に な っ て い た｡

ま た 1956年 に は 高 級 社 の 畜 産 業 の 発 展 がは 憎 で､ 畜 産 年 度 計 画 の

主 要 部 分 が 未 達 成 で あ っ た｡ 例 え ば､ 馬 ･牛 の 飼 育 頭 数 が 1955年 よ

り減 少 し､ 農 業 生 産 や 都 市 .輪 出 向 け畜 産 物 供 給 に影 響 して い た｡

こ れ らの fHl雌 状 況 と こ の 資 料 -- 親 権 江 省 委 員 会 の 指 示 -- が 捉

起 し た主 要 な 対 韓 を 整 理 す る と｡

第 1 に､ 役 畜 の 越 冬 用 飼 料 の 貯 蔵 促 進 につ い て｡ ます､ ｢1956年

は 穀 物 の 生 育 が 潜 く､ 革 の 収 樺 も 多 くな い た め､ 57年 には 深 刻 な 飼

料 不 足 が 予 想 さ れ る ｣状 況 が あ っ た｡

そ こ で､ 各 高 級 社 は､ 既 存 の家 畜 頭 数 と翌 年 の 出 産 増 加 を 見 込 ん

で､ 綿 密 な 飼 料 貯 蔵 計 画 を立 て て､ す べ て の 馬 ･牛 ･羊 ･豚 に対 し

て 充 分 な 粗 飼 料 ･減 摩 飼 料 を 保 証 す る こ とが 提 起 され た｡

具 体 的 に は､ 秋 季 収 機 作 業 の過 糧 で･ 各 高 級 社 で 出 来 る 限 り貯 蔵

可 能 な 大 豆 ･小 豆 ･ トウ モ ロ コシ をは じめ とす る各 棟 作 物 の 籾 殻 ･

皮 ･棚 を 貯 蔵 す る こ と｡ ま た､ 粟､ 胤 ウル チ 黍､ 麦 類 の 茎 幹 や ｢

羊 革 ｣ と呼 ば れ る牧 草 な どの 粗 飼 料 も保 管 を 強 化 して､ カ ビに よ る
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腐 敗 を 厳 格 に 防 止 せ ね ば な らな い と さ れ た｡

そ の 他､ 食 税 口 付 け の 際 に は､ rAJ係 部 門 は LEt村 留 保 ji.=C準 に益 づ い

て 充 分 な 飼 料 用 食 視 を 留 保 さ せ､ 増 産 し た 食 柚 か ら一 部 を 飼 料 とす

る こ と､ ま た 地 相 工 場 に近 い と こ ろ で は､ 大 衆 に よ る 砂 棚i和 を 利 用

した 養 膿 ･丑 年 を 大 い に 組 糊 す る こ と が 寸R ll臼さ れ たo

第 2に､ 越 冬 前 の 飼 育 管 理 設 備 の 整 備 と して､ 高 級 社 で 畜 舎 を 増

築､ 修 役 す る よ う に 早 急 に教 育 し寸腰肋 す る こ とが JR起 さ れ た｡ 当 時

は､ ｢多 くの 家 畜 に は 畜 舎 が な く､ こ れ は 家 畜 を 保 喜堕 して 安 全 に 越

冬 さ せ る の に不 利 で あ る ｣状 況 で あ っ た｡ そ こ で､ す で に 畜 舎 の あ

る も の に つ い て は 修 理 を 行 い､ 畜 舎 内 部 の 乾 燥 と保 温 を 保 証 す る こ

とが 提 唱 さ れ た｡ そ して､ こ う す れ ば､ 家 畜 の 淡 51tiや 病 気 発 生 を 予

防 で き る ば か りか､ 飼 料 を 節 約 しか つ 家 畜 の 体 力 消 耗 を 防 (･上 で 有

効 で あ る と さ れ た｡

こ の よ う に 1956年 末 の 状 況 は､ 福 娘 礼 に お け る 畜 産 虫 視 の 宣 伝 ･

教 育 を 含 め て､ 広 大 の 閲 屈 で あ る 役 畜 の 飼 料 不 足､ 畜 舎 不 足 を 解 決

す る た め に代 用 飼 料 の 備 蓄 や 畜 舎 の 早 期 修 築 が 胤 訳 さ れ た｡

ま た､ 黒 竜 江 省 で は ｢役 畜 飼 育 管 理 試 行 別 法 ｣ を 定 め て お り､ 役

畜 の 飼 育 体 制 と様 々 な 技 術 的 措 置 の 周 知 徹 底 を 図 る こ とが 強 調 さ れ

た｡

ま ず､ 冬 の 問 に ｢経 営 管 理 を 改 酋 し､ 畜 産 生 産 組 織 を 健 全 化 す る｣

こ と が 言 わ れ た が そ の 概 要 は 以 下 の 通 りで あ っ た｡

全 休 的 な 使 役 ･飼 育 管 理 体 制 の 丑 揃 が 示 さ れ､ 組 織 と して は 各 初

級 祉 の 飼 育 更負数 や 経 営 内 容 に 応 じて､ ｢畜 産 生 産 隊 ｣ を 設 立 して､

専 門 の 担 当 者 に管 理 させ､ ノ ル マ を通 じ た管 理 を 行 う こ と｡ ま た､

高 級 祉 管 理 委 員 会 の 内 部 に ｢牧 畜 組 ｣ を 設 立 して､ 1名 の 主 任 を 管

理 委 員 会 が 指 名 し､ 福 地 社 全 体 の 畜 産 工 作 を 掌 握 す る と同 時 に､ 祉

貝 に 対 して 経 rfr的 に 愛 国 ･家 畜 保 誰 の 教 育 を 行 う こ と｡

使 役 ･飼 育 ス タ ッ フ の 配 置､ 共 成 に つ い て は､ 現 存 の 飼 育 要 員 や

運 輸 要 員 に は 教 育 と研 修 を 強 化 して､ 不 的 確 者 は 交 代 さ せ る｡ ま た､

1956年 末 ～57年 初頭 に か け て は 計 画 的 に 飼 育 安 員 や 迎 輸 要 員 を育 成
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･訓 排 し､ 家 畜 の 飼 育 管 理 技 術 を 向 上 さ せ る｡

そ して､ 実 際 の 日印 的 な飼 育 管 P捜体 制 につ い て は､ 次 の 2点 が 示

され た｡

邦 1に 飼 育 制 腔 に つ い て､ "飼 料 給 かl鼠､ 肉 付 き ノ ル マ､ 定 時 給

餌 .給 水 " 謂 負 制 を 実 行 し､ そ の 体 制 と して は "人 目 ･家 畜 .兼 務

責 任 ･作 業 用 兵 " 固 定 制 皮 を 引続 き普 及 す る こ と｡

第2に､ 家 畜 の 緊 鮎 に つ い て は､ ｢出 産 ノ ル マ 超 過 奨 励 制 度 ｣ と

｢幼 少 家 畜 生 存 率 ノル マ超 過 達 成 奨 励 制 度 ｣ を実 施 す る こ と｡ l

こ の よ う に 高 級 社 で は､ 管 理 委 員 会 が 畜 産 計 画 を賄 定 ･下 通 した

り､ 高座 生 産 隊 の 人 Ijlあ る い は技 術 普 及 と相 中 を 担 当 す る こ と と さ

れ た｡ そ して､ 日符 的 な 飼 育 作 業 は､ 給 餌 ･給 水 血､ 肉 付 き状 況 さ

らに 出 産､ 幼 少 家 畜 の 生 育 状 況 な ど飼 育 ･繁 殖 の ポ イ ン トにつ い て

ノル マ が 下 通 さ れ､ 高座 生 産 隊 の 担 当 ス タ ッ フ が ノル マ に基 づ い て

飼 育 管 A!を行 う こ と にな っ て い た｡

特 に､ 越 冬 糊 は ｢低 湿､ 夜 が 長 い こ と､ 作 業 が 複 雑 で あ る こ と､

母 高 が 妊 娠 す る 時 期 で あ る こ と｣ な どの 理 由 で 飼 育 管 理 作 業 が 難 し

くな る た め､ 衷14- 4 に示 した よ うな 管 理 上 の ポ イ ン トが 示 さ れ て

い る｡

* * *
総 じて､ 高 級 社 に お け る役 畜 の 利 用 問 題 は､ 第 1 に畜 産 業 の 軽 視

あ る い は 実態 と して の 袋 退 と い う役 畜 の 管 理 強 化 に不 利 な 政 治 的 環

鳩 が あ っ た こ と､ 約 2に役 畜 の 飼 育 に必 箪 な 物 的 条 件 -一 畜 舎 と飼

料 -- が 不 足 して い た こ と､ 第 3に腿 作 業 の 遂 行 が 血 視 さ れ る た め

に､ 役 畜 の 健 康 状 態 の 保 持 お よ び 繁殖 が しば しば 無 視 され る こ と､

第 4 に個 体 の 状 況 に応 じた綿 密 な 管 理 を 保 証 で き る よ うな 組 織 作 り

や 飼 育 技 術 の 普 及 作 業 ノル マ と飼 育 労 働 の 評 価 制 度 が 立 ち 遅 れ て

い た こ と､ 以 上 の 4点 に娘 約 で き る｡ そ こで､ 以 下 で は･ 二 つ の 個

別 IgI例 か ら高 級 礼 の 大 別 災な 役 畜 の使 役 ･飼 育 の 問 題 点 を 考 察 す る｡

C)役 畜 の 使 役 ･飼 育 管 理 の実 際 F川越 と対 韓
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裁1卜 4 ｢浅い近江省役畜紺TJ'TrA耶ペ行州法 ｣による越冬州役務竹埋

役畜種斬 主安な使役 一組告管理耶;Ef

役畜仕役 雄団使役 過lUJ給水 .給糾 (夜FH】の蛸への給水､ 計耐 lJ.J給州)

方法 作業の適性配分 (冬季戊距離輸送の榊峨iJi統制fSLl)

位役中管理 (使役技術向上､ 休息時ーiHの確保 )

個人使役 使役責任者の確定 (作業 と休息の割 り当て)

役畜飼汚方法 繁殖用役畜 管理に注意 し､給朗丑を増加ー 幼少家畜の生育保 症

老弱家畜 分離飼育により特製飼料給桝による休J]維持 .増進

(温水を給水､栄養価の苗い飼料の給糾 )

病気対託 屈病家畜の隔離､媒[I｣飼育 .使役 (病気伝染の防止 )

資料 : ｢脚 誌江省人民委員会 関於加弓胡冬季保畜工作指示 ｣,,%福江El報 195昨

10月25日.
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本 項 で は ま す､ 安 達 リR 双 LLl郷 紅 仇 高 級 社 の 耶 例 か ら､ 高 城 社

の 投 荷 飼 育 を 含 む甫 産 業 の滋 退 間 脳 と投 荷 使 役 .刑 市 町 哩 の 側 迎 を

具 体 的 に 考 窮 す る (註 7)｡

こ の 紅 跳 高 級 社 の 汚 料 は 1956年 の 6- 7月 に 中 共 粥 委 員 会 戯 村 工

作 部 の 工 作 組 が 行 っ た調 査 の 報 告 文 で あ る｡

そ れ に よ る と､ 当 地 の 概 況 お よ び畜 産 業 は 以 下 の 通 りで あ っ た｡

紅 旗 高 級 社 は､ 1955年 に 4つ の 初 級 社 と 9つ の 互 助 組 を 統 合 して､

2行 政 村 (な か に 5つ の 自然 村 -一 屯 一一 を 含 む )の 範 囲 で 設 立 さ

れ た｡

良 家 戸 数 は 242戸､ 排他 両 税 は 976.4ha､ 家 畜 は 合 計 2,442頭 で､ う

ち 馬 552殉､ 牛 189g臥 羊 1,674輔､ 勝 27細 で あ っ た｡

ま た､ 5つ の 自然 村 の 周 囲 に広 大 な 草 原 と牧 場 が あ り､ g皇許 な 草

と河 川 が あ り､ 畜 産 業 の 発 展 に有 利 な JEl鳩 に 恵 ま れ て い た｡

こ の 地 域 は 1930年 代 に ｢地 主 ｣ に よ っ て l)は坐 さ れ た が､ 当 時 は､

良 美 と同 時 に 大 規 模 な畜 産 経 営 を 行 っ て い た｡ 普通 の Jil家 に と っ て

も畜 産 業 は 干 害 ･水 害 に影 響 され に くい､ 所 得 の 安 定 した 部 門 で あ

っ た｡ ま た､ 農 家 の 重 要 な 収 入 源 で も あ り生 活 を 倹 約 して 資 金 を 蓄

横 し､ 多 くの 家 畜 を 牌 入 し､ 所 得 増 大 を 図 っ て い た､ とい う｡

土 地 改 革 後 に は､ 畜 産 業 は さ ら に発 展 して､ 毎 年 多 くの 畜 産 物 を

郡 市 住 民 に 供 給 した｡ ち な み に､ 1956年 の 畜 産 部 門 総 収 入 は 高 級 の

社 総 収 入 の 30% を 占 め て お り､ 出 業 部 門 に大 屋 の 生 産 資 金 を提 供 し

た｡ ま た､ 夏 季 中 桝 作 業 糊 に､ 高 級 礼 が 肥 料 ( ｢豆 桝 ｣ ) を欄 入 す

る 資 金 が な か っ た と き に､ 馬 13線､ 牛 10頭､ 羊 毛 3･000斤 を 販 売 して

7,000元 の 津 金 を 確 保 で き た｡ さ らに畜 産 部 門 か ら供 給 され る厩 肥 で

耕 地 の 91% に施肥 が 可 能 で あ り､ 畜 力 が 豊 富 で 畜 力耕 作 と同 時 に運

輸 業 も行 う こ と が 出 来 て い た｡

こ の よ う に､ 役 畜 の 飼 育 は 販 売 用､ 農 耕 用､ 副 薬 用 に盛 ん に 行 わ

れ て お り､ 直 接 ･問 †糾 こ高 細 社 の 収 入 の 重 要 な構 成 部 分 と な っ て い

た｡

だ が､ 1956年 に な っ て 家 畜 の 繋 府 率 の 低 下 や 死 亡 率 の 高 ま りな ど
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を は じめ とす る 畜 産 業 の 間 脳 点 が 抑 在 化 して き た｡ そ の 概 況 は 盈上皇

二_亘 に示 した が､ 繁 殖 率 の 低 下 に つ い て は､ 特 に 妊 娠 可 能 な 雌 馬 の

妊 娠 率 の 低 下 が 崩 も 抑 著 で あ っ た｡ ま た 交 配 さ せ る場 合 に も､ ｢雄

の 家 畜 は で た らめ に 交 配 して お り､ 家 畜 の 質 は 次 郎 に 低 下 して い る｣

と い う｡

家 畜 の 死 亡 も 1955年 よ り増 え て い る と さ れ､ 240輔 の う ち 12% に あ

た る 29夢fiの 死 亡 理 由 は､ い づ れ も 管 理 吹 飛 で は 防 止 で き る も の で あ

っ た｡ ま た 病 気 の 家 畜 が 多 く､ r家 畜 は 囲 い や 畜 舎 が 不 足 し､ 年 齢

に関 係 な く一 緒 に入 れ られ る た め､ 非 梢 に混 雑 し､ 蹴 り合 い､ 小 高

は 夜 は 乳 を 飲 め ず､ 牧 牛 は 攻 休 み な が らは ん す う で きず､ 馬 も ひ ず

め が Jhrっ て し ま う ｣ と い う有 様 で あ っ た｡ 節 1お よ び 第 2生 産 牌 で

は 7頭 の 燭 が 爪 痕 に か か っ て お り､ 蔓 延 しつ つ あ る し､ 特 に 鞘 2生

産 隊 で は 10蛸 の 羊 の ひ ず め が 腐 り､ 30軸 の 羊 は 椴 (し ら く も ) に か

か っ て い る と い う｡

こ の よ う な 管 理 状 況 の 不 備 に よ っ て 畜 産 物 の 浪 封 も 多 く､ 羊 の 畜

舎 が 小 さ す ぎ る た め､ 羊 毛 が 発 熱 し全 部 刈 り取 れ ず､ そ の 損 失 は 綿

羊 1頭 当 り150-200g､ 現 金 に換 拝 す る と800元 あ ま りの 損 失 で あ っ

た｡ しか も､ 羊 の 畜 舎 の 敷 藁 を 交 換 しな い の で､ 白 い 羊 毛 が 崩 変 し､

羊 毛 の 品 質 が 落 ち た と も い う｡

こ の よ う に､ 1956年 上 半 期 時 点 で 全 体 で 2,442頭 の 家 畜 が い る もの

の､ 畜 産 は 血 ･貿 共 に低 諸 傾 向 に あ っ た｡

こ れ らの 問 腿 の 発 生 原 因 と して 省 委 員 会 腿 村 上 作 部 の 工 作 組 に よ

っ て 指 摘 さ れ た の は､ 食 樋 生 産 を 偏 盟 し､ 畜 産 業 を 軽 視 す る以 下 の

問 題 点 で あ っ た｡

ま す､ 畜 産 業 に対 す る 全 般 的 風 潮 と して､ 高 級 社 設 立 以 後､ 紅 跳

高 級 社 の 幹 部 ･社 員 の 畜 産 発 展 に 対 す る 見 方 が 消 極 的 に な っ た 点 で

あ る｡ そ の 根 底 に は､ ｢高 級 合 作 化 に よ り早 晩 戯 業 機 械 化 が 速 成 さ

れ る の で 役 畜 生 産 は 意 味 が な くな り､ 売 っ て も価 格 は 低 く な っ て し

ま う ｣ と考 え た こ と が あ っ た｡

次 に､ 畜 産 業 の 実 施 体 制 の 欠 陥 が あ っ た｡

7占5

裁14-5 A.t'｡.J放心における家9.t'm Al.の問地点

(安遥姑と 双山郷 紅伽高級牡､ 1955-56年)

馬 午 辛 豚 合計

繁殖牽

L955Lf 33.0% 32.8% Sl.0%

1956年 17.5% 26.2% 56.1%

3,E亡町i数

1956年上半州 34研 26頭 165g_ri 15輔 240蛸

総相帯WL数中比_gi 6.1% 日.2% 9.8% 55.5野i 9.8%

死亡JjJi.囚 (一部)

狼の苫 20頭 (子馬 .子牛 ･羊)

逃亡 3頭

畜舎で圧死 I邪

Lll産後放JE 1規

人為的撲殺 4班

染料 : r調査uf究 一番牧業方面的問題 ｣,,EAT包江tj報1956年 9月10日

言上:家譜の繁殖繋=子畜÷母畜 ×JOO(%)｡
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紅 JD(高 級 社 の 畜 産 業 体 制 は 図 日 一土 の 上 土JL一介 に示 し た通 りで あ る

が､ 高 級 社 全 体 で 一 つ の ｢牧 畜 生 産 隊 J が 設 立 さ れ た が､ そ こ に は

1名 の 牧 畜 大 隊 長 が い る だ け で､ 隊 員 は い な か っ た. 実 際 の 高 座 文

に従 耶 す る祉 貝 は､ 各 生 産 随 内 部 に設 逆 さ れ た ｢牧 畜 小 組 ｣ の メ ン

バ ー で あ っ た｡ 彼 らは 形 式 的 に も 各 々 の 生 推 隊 と r牧 畜 生 産 陽 ｣ の

両 方 の 指 串 を 受 け る こ と に な っ て い た し､ 実 際 に は 各 自の l-rrJ由す る

生 産 隊 の 相 中 下 に統 括 さ れ､ r牧 畜 生 産 隊 ｣ の 指 群 は 実 質 的 に 何 の

効 力 も持 た な か っ た｡

そ の 原 因 と して は､ 讃 産 業 に は 虚 業 と迎 っ て 作 業 ノ ル マ お よ び 生

産 瓜 ノル マ の 訓 負 制 度-が 実 施 さ れ て い な か っ た の で､ 各 生 産 隊 は ノ

ル マ 謂 負 の 実 施 され て い る桝 種 良 業 の み をfri視 す る傾 向 に あ っ た こ

とが 挙 げ られ て い る｡ ま た､ ｢牧 畜 小 組 ｣ の 相 成 貝 も､ 腿 作 業 の 労

働 点 数 分 配 が LLi来 櫛 払 い に な っ て い た の 対 して､ 讃 産 業 は - 稚 l E1

8点 と山 楽 芯 払 い に な っ て い な か っ た の で､ 彼 ら 自身 も畜 産 業 に 従

事 す る 意 欲 を 持 っ て い な か っ た｡

さ ら に､ 畜 産 業 の 監 督 組 織 で あ る ｢放 牧 担 当 者 会 議 ｣ も 1956年 上

半 期 に は 一 皮 も 開 催 さ れ て い な か っ た｡

家 畜 の 飼 育 方 法 に も問 題 が あ り､ こ れ が LrLi大 の 原 因 で あ る と さ れ

た｡ 紅 跳 高 級 社 の 飼 育 方 法 は 農 家 と全 く同 じで 投 Iffや 技 術 改 良 を 行

わ ず､ た だ 決 ま っ た 担 当 者 が 餌 を 食 べ さ せ る だ け で あ っ た｡ 生 産 隊

で は､ 家 族 経 営 よ り も ｢飼 育 規 模 が 大 き くな っ た の に､ 冬 季 は 牧 草

を荷 軒 で 畜 舎 に 運 び 込 ん で､ そ れ 以 上 は 面 倒 を 見 な い｡ 畜 舎 に は､

成 高 と幼 少 家 電 が 一 緒 に な っ て い る の で､ 成 育 は 餌 を 食 べ られ る が､

幼 少 家 畜 は 食 べ られ な い ば か りか､ 押 さ れ て 圧 死 して しま う ｣ と い

う1人音兄で あ っ た｡

さ き に 述 べ た 畜 産 業 の 軽 視 は 具 体 的 に は 図 14- 1の f 半 分 に 示 し

た よ う な 間 脳 と して 発 生 した｡

第 1は 仮 死 可 能 な 畜 産 物 が あ っ て も､ ｢甫l級 社 で ど れ を 売 る か と

い う 版 元 方 針 が な く､ 売 るべ き封玉羊 や 雄 LL=も 国 家 商 業 部 門 と契 約 し

て 売 ろ う と しな い ｣ 状 況 で あ っ た｡

'I'/a

凶 14-1 高級社における席産業の附 l.りとrlりuE点
(女過料 双山郷 紅JJIhhq-級社､ 1955-56iF)

｢ 車 云可

｢ ~ _ ‥ = _ _

耕種戯光部門 親合Ll'iEl 畜産部門

畜産物版亮に消極的 畜産物販売 -

農業生産共用 ト 畜産販売収入の用途 ト 畜舎増築

労働力利用

農繁 期 岨域作業 ト 畜産斐貝 ト 家畜飼育管理

同上 ト 肥料担当者 ト 畜舎消掃

出来fqr点数配分 L 労働評価法 L 一緒 1日8点

威喝悩 L 役畜利川 L 繁殖

卓料 :表 14-5に同 じ｡
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第 2に畜産 物 を 版 元 して も､ そ の 版 元 収 入 を 畜 産 業 に殆 ど投 入 し

な か っ た｡ 例 え ば､ 1956年 に は 春 季 捕 碓 作 巣 か ら秋 ま で に 牛 13頭､

羊 毛 3,000斤､ 馬 の た て が み と尾､ 牛 皮､ 賎 皮 な ど の 畜 産 物 を 販 売 し

た｡ だ が､ そ の 収 入 の 大 部 分 は El業 生 産 に投 入 さ れ､ 畜 産 業 に は 数

十 元 の み 鮎 さ れ 水 飲 み 用 の 水 脚 を 作 っ た だ け で､ 作 る 必 安 の あ っ た

羊 の 畜 舎､ 厩 舎 の 門 も作 れ な か っ た｡

第 3に 各 生 産 隊 が 畜 産 要 員 を 戯 業 労 働 力 と して 動 員 して しま う 問

題 が あ り､ こ れ は す で に触 れ た畜 産 業 の 労 働 管 理 お よ び 報 酬 分 配 制

度 とrXJ迎 して い る｡ そ の た め､ 特 に夏 季 の Ll'排 除 草 時 州 に は所産安

貝 を LLl役 させ､ 厩 l肥作 りの 担 当 省 も髄 り山 さ れ た の で 畜 舎 の jlill徐が

出 来 な くな っ た｡

第 4 に､ 同 様 に棚 ITJけ 用 の 以t家 畜 を Idil切 作 兼 用 の 役 畜 と して 悦 っ

て し ま う こ と も あ っ た｡

弟 5は 飼 料 の fHJ腿 で､ 紅 跳 合 作 社 で は 飼 料 作 物 を 作 付 で き る 土 地

を利 用 して お らず､ 虚 業 の 副 産 物 も利 用 され て い な い｡ JR在 は 牧 草

(｢羊 草 ｣ ) を 利 用 す る だ け で､ 飼 料 供 給 の 多 古 に つ い て 幹 部 は 注

意 を 払 っ て い な い｡ ま た､ 荒 れ 地 が あ っ て も 高 級 社 や 社 員 は 関 空 し

た い と考 え､ そ の た め に 放 牧 地 が 減 少 して し ま っ た｡

こ の 紅 放 高 級 礼 は､ 一 面 で は ｢牧 畜 生 産 隊 ｣ な どの 畜 産 業 の 生 産

･管 理 組 接 が 作 られ て い る が､ 他 方 で 本 節 A ) B )項 で 触 れ た よ う

な 役 畜 の 個 体 毎 の 綿 密 な 管 理 や 耕 種 農 業 との 各 方 面 で の 競 合 が 発 生

し､ そ れ が 畜 産 体 制 を形 骸 化 して 畜 産 業 を袋 退 さ せ て い た｡ そ の 相

底 に は 畜 産 業 に 必 要 な 労 働 力 ･耕 地 ･貸 金 を 保 証 で き な い と い う つi

情 が 存 在 して い た｡

* * *
次 に こ れ らの 問 腿 点 の 解 決 例 を 考 察 す る｡

ま す､ 役 畜 の 飼 育 方 法 に つ い て｡ ま ず､ 克 山 県 仁 里 村 華 光 高

級 礼 で は､ 役 畜 の 飼 育 環 鳩 を 故 酋 す る た め に､ 第 1に､ そ れ ま で 粗

飼 料 や 渦 犀 飼 料 を そ の ま ま与 え て い た の を､ 草 を 切 り､ 穀 物 を 破 砕

して 給 J!lfす る 方 法 に 変 え る｡ 邦 2 に､ 役 畜 を ひ と ま と め に して 飼 育
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して い た の を, 咋 齢 ･']5触能 力 ･川 途 別 (他 校川 ･紫 郎 川 ) に 分 け

て 飼 育 す る 方 法 に 変 え る. 第 3に､ 使 役 に際 して は､ 馬 の 体 力 に応

じて 作 業 を 割 り振 り､戯 禁 則 に は 夜 間 放 牧 で 休 茂 を取 らせ る方 法 を

採 用 す る､ と い うは 選 が と られ た｡

ま た､ 双 城 兜 笛 礼 郷 金 星 高 細 社 で は､ 範 1に､ 役 畜 の 飼 料 を

作 業 に応 じて 数 Llを 規 定 して 飼 育 す る､ 範 2 に､ 飼 料 不 足 の 問 題 を

解 決 す る た め に､ 生 産 陽 転 に 2haの 耕 地 を 飼 料 川 大 変 の 生 産 用 地 に

した (註 8)｡

こ こ で は､ 給 餌 ･給 水 方 法 お よ び 使 役 ･休 息 の 方 法 を よ り細 か く

注 意 して 個 体 晦 の 管 理 を 念 入 りに す る こ と､ そ して 飼 料 の 供 給 を 飼

料 生 産 用 地 の 碓 保 と給 即血 の 規 格 化 に よ っ て 合 理 化 す る こ と に特 徴

が 見 られ た｡

* * *
次 に役 畜 の 使 役 ･飼 育 労 働 の 評 価 はu腿 につ い て､ 伯 江 邦 双 宙 編

組 社 の gi例 を 考 察 す る (註 9)｡

双 書 高 級 社 で は､ 1956年 の 高 級 祉 設 立 当机 Jiu)F用 の 馬 が 357頭 い

た が､ そ の う ち 飼 育 状 況 の 良 好 な 馬 は 16% しか お らず､ 残 り84% は

中程 度 か 手 入 れ の 惑 い馬 で あ っ た と い う｡

当 時 の 馬 の 飼 育 状 況 の 問 題 点 と して は ｢役 畜 飼 育 作 業 の ノル マ が

設 定 され て お らず､ 飼 育 作 業 の 労 働 報 酬 も不 合 理 で あ っ た ｣ こ とが

挙 げ られ て い る｡ 例 え ば､ 第 6生 産 隊 で は 1名 の 飼 育 員 が 26頭 の 馬

を飼 育 ･管 理 して い る｡ そ の 飼 育 方 法 は､ 飼 柴 を 混 ぜ 合 わ せ る桶 が

な い の で､ 給 朗 す る と き に 混 ぜ 合 わ せ て い た｡ 飼 育 担 当者 の 作 業 時

間 は､ ま す 朝 ･昼 ･腕 3回 の 給 朗 で 合 計 9時 間､ そ の 他 に馬 囲 い の

修 繕､ 飼 梨 切 り､ 飼 料 と水 の 迎 搬 とか くは ん 作 業 に計 3時 間 か か り､

1 日合 計 12時 fHJ労 働 で あ っ た｡ しか し､ ｢飼 育 員 の 労 働 報 酬 は 軽 微

な 作 業 に 従 郡 す る 一 般 の 社 員 と同 じで､ 飼 育 員 の 作 業 意 欲 が 高 ま ら

な い ｣状 況 に あ っ た｡

そ こ で 双 苗 高 級 社 で は､ 馬 の 飼 育 作 業 内 容 と飼 育 担 当者 の 労 働 点

数 引 界 を 紹 合 さ せ て､ 作 業 ノ ル マ を決 定 した｡ そ の 内 容 は 壷上土二旦
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旦｣_旦1に示 した 通 りで あ る｡

ま す､ 飼 育 頭 数 に つ い て は 作 業 条 件 に よ っ て 飼 育 担 当者 1人 当 り

の 基 準 が 設 け られ､ これ が 当 部 者 の 点 数 取 相 の 基 本 部 分 と な る｡ た

だ こ の 部 分 も､ 年 間 を通 じた 出 生 や 死 亡､ 版 完 な ど に よ っ て 変 動 が

あ る た め 調 節 さ れ る が､ 頭 数 が 減 少 し た 場 合 の 控 除 に つ い て は 縄 や

か に 定 め られ て い る｡

そ の 次 に､ 役 畜 の 飼 育 状 況 に応 じて 点 数 の Ti'別 基 準 が 設 定 さ れ て

い る｡ こ の 部 分 につ い て は､ これ ま で の 汗 料 で 見 て き た よ う に 肉 付

きや 無 知 は 役 畜 の 使 役 状 況 と関 迎 して､ 飼 育 担 当 者 が 念 入 りに 哲 理

して も､粗 雑 に使 役 す れ ば こ れ らの 成 紙 も諸 ち て しま う｡ そ こ で､

役 畜 の 使 役 に ri任 を 持 つ 運 輸 業 員 の 点 数 分 配 も こ れ に リ ン ク さ れ て

い る｡ た だ､ 死 亡 に つ い て は そ れ を 管 理 す る 生 産 隊 の 構 成 員 が 辿 印

員 任 を flう こ と に な っ て い る｡

こ の よ う に して､ 役 畜 の 飼 育 と使 役 状 況 は 袈 Lfjの b)に示 した ノ ル

マ に よ っ て チ ェ ッ ク され る｡ これ ま で 触 れ て き た 役 畜 の 使 役 ･飼 育

問 題 の 中 で､ 役 畜 の 飼 育 に つ い て は 主 と して 飼 育 要 員 の 固 定 収 入 と

貨 副 収 入 と い う 二 つ の 部 分 か らな る ノ ル マ の 割 当 に よ り解 決 す る 制

度 に な っ て い る｡ ま た飼 育 と農 業 や 運 輸 業 の 関 係 に つ い て は､ 飼 育

要 員 と迎 輪 要 員 -一 彼 は 畜 力 組 作 業 と運 輸 業 両 方 で 御 者 と して の 仕

事 を 行 う 一一 の 両 者 に ノ ル マ を与 え る こ とで 調 整 す る 仕 組 み に な っ

て い る｡ 特 に 運 輸 要 員 の 労 働 点 数 の 所 得 は 他 方 で は 運 輸 作 業 や 風 域

作 業 か らの も の も あ る た め､ 彼 の 経 済 的 イ ン セ ン テ イ ヴ を 高 め る こ

とが､ 生 育 お よ び 繁 殖 の 成 否 に と っ て 東 雲 で あ る｡

D)高 級 礼 の 役 畜 使 役 ･飼 育 間 腿 の 根 本 原 因

以 上 見 た 資 料 で は､ 高 紋 社 に お け る 役 畜 の 使 役 ･飼 育 に 関 す る 問

題 状 況 点 が 一 応 nJ]らか に な っ た が､ Ja後 に触 れ た FHj題 解 決 の た め の

対 蹄 が 実 際 に効 果 を 発 抑 した か 否 か は 確 認 で き な い｡ こ れ らの 聞 腿

は 初 級 社 の 考 察 で も 触 れ られ た が､ こ こ で､ 土 地 改 革 前 の ｢大 股 ｣

の 屈 用 経 営 に お け る 役 畜 の 飼 育 .使 役 と､ 利 用 可 能 な 貿 料 は 乏 し い
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裁1卜 6 高級社の役蔀餌肖ノルマと労働評Ldijz.,T鞭

(弛江県 双菖高級社, 195時 )

a川司育作業の基本条件にr娼するノルマ ･労働評価益唯

条件 ノルマ内容 労働点数評価

①飼胃曲数ノルマ

生産隊に馬小屋､ 飼料i往き場､飼料柵 1人馬24蛸 1要員当年12.2点

が完備 し､ 井戸が近 くにあること○

瓜大でも30WLは超えない. 1人24野i以上 1蛸当年 L2,2点

飼育担当者を 1人増員する. 1人30好i以上

上妃の作業条件が不蛸の場合. 1人 2D瑚 1野i当りH.6点

瓜大でも25WIを超えない 1人 20u'j'i以上 lgj'i当りH.6点

飼育担当者を 1人増員する○ 1人25頭以上

午 .ラバの飼育 1頭当り馬の80%

(勤年ーu1の飼育現数の変化

gTL数増加分の飼育WJ聞 5El～半月 半月分の点数

頭数増加分の飼育期間 半月以上 1月分の点数

頭数減少後のJulut 5El～半月 点数控除無 し

現数減少後の州聞 半月～1月 半月分控除

③飼育担当者の休日

休El返上で作業を した場合 80点加算
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b)馬の生育､ 繁殖状況に関する作業ノルマ ･労働評価益堆

飼育管理ノルマ ノルマ遠戚状況評価

i割衣 兼遠戚

①馬の生育状況ノルマ

香 .秩 .冬に肉付 き状ILRが良 くなること. 飼西安貝+3点 -3点

夏には肉が諸ちないこと. 運輸資il+5点 -5点

馬の死亡 死亡現数 l班当り馬価格の30%相 当の点数を管理担当の生産隊から控除

(診繁殖ノルマ

小馬の生存率ノルマ 80% 飼育嬰貝+5点

(生存率 =生存gfi数/出生規数×100) 迎輸姿貝十川点

母店の不妊頭数 飼育要員-5点迎輸要員-川点

資料 : ｢双富社的飼養貝工作定額 ｣,累増江日報I956年 7月 3日
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もの の､ 一 応 の 比 較 を行 う こ とで 両 級 祉 で の 役 畜 飼 育 ･使 役 の 問 題

点 を 浮 き 彫 り に して み よ う｡ こ こ で は､ 役 畜 の 使 役 ･飼 育 の 基 本 的

条 件 か ら検 討 を 始 め る｡

ま ず､ 役 畜 飼 育 の 物 的 条 件 で あ る が､ 畜 舎 は ｢大 殿 ｣ に お い て は､

土 桝 に u掴ま れ た Lji居 敷 地 の 小 に革 棚 子 (L!13飼 料 JrTi) と.Fa凶 (鵜 緊 切)

が あ り､ 特 に 厩 舎 が あ る わ け で な く､ 馬 ･牛 ･ラ バ な どは 屋 外 敷 地

内 の 囲 い に い っ し ょ くた に さ れ て つ な が れ て い る だ け で あ る｡ そ の

｢大 農 ｣ の 馬 飼 育 頭 数 は 10数 頭 で あ っ た (註 lo)｡

こ れ ま で 考 黙 した 範 閲 で は 高 級 礼 で も こ う した 状 況 は 同 じで､ そ

の結 果 個 体 差 の あ る 役 畜 を い っ し ょ く た に して 飼 育 す る こ と に な っ

て幼 少 あ る い は 老 弱 な 役 畜 が 圧 死 した り､ 柄 気 に感 染 す る な どの 聞

題 を 派 生 さ せ て い た の で あ る｡

次 に役 畜 の 使 役 ･飼 育 規 模 に に つ い て 考 釈 す る｡ 1経 営 当 りの 役

畜 飼 育 殉 教 は､ 小 論 節 1韓 で 考 察 した三内河 県 孫 家 非 や 梅 伯 爪 徳

馬 架 屯 の ｢大 腰 ｣ の 役 畜 戸貞数 を 見 る と､ 三内河 邦 で は 35要員が 1戸 あ る

が､ 他 は 10頭 な い し目 頭 で あ っ た｡ 梅 倫 県 で は 応 大 が 27頭､ 続 い て

25頭､ あ とは 日 報､ 10要員で あ っ た｡ ち な み に 屯 全 体 で は三内河 県 は 10

8頭､ 指 摘 県 で は 102頭 で あ っ た (註 1日 ｡

他 方 で､ 安 達 県 双 山 郷 紅 跳 高 級 社 の 串 例 で は 馬 は 552頭､ 牛 は

189曽貞で 役 畜 は 合 計 741頭 お り､ 柁 江 県 双 音 高 奴 社 で は 馬 が 357頭 い

た｡ 役 畜 の 管 理 単 位 で あ る 生 産 隊 の 数 が 不 明 で あ る が､ 紅 旗 高 級 社

が 5つ の 屯 か ら成 っ て い た か ら､ 屯単 位 に生 産 隊 が 設 置 さ れ た とす

れ ば､ 1生 産 陽 当 り 148頭､ 馬 だ け で も 110軸 に な り､ 双 書 高級 社 の

資 料 か らは 6つ の 生 産 隊 が あ っ た と判 断 さ れ る の で 1生 産 隊 当 り59

頭 に な る｡

こ の よ う に､ 高 級 礼 で は 役 畜 の 飼 育 条 件 は 上 地 改 革 前 とほ ぼ 同 じ

で あ っ た が､ そ の 管 理 111位 は 格 段 に大 槻 411に な っ た の で あ る｡

高 級 礼 に お け る役 畜 の 飼 育 も､ 単 に既 存 の 役 畜 を集 中 して 管 理 し

よ う とす れ ば､ 畜 舎 の 班 設 が 追 い 付 か な い 以 上 は､ こ れ ま で 見 た よ

う に､ 数 少 な い 畜 舎 や 凹 い に 多 数 の 役 畜 が 無代差 別 に押 し込 め られ ひ

11｢
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しめ い て い る状 況 は 容 易 に発 生 す るの で あ る｡

次 に飼 料 に つ い て で あ る が､ そ れ は 明 確 に 区 分 .計 許 さ れ 子!JFな い

が､ 前 出 の 克 山 県 の 汗 料 に よ る と､ 奨 基 幹､ TJ1-刈 り柵､ コ ウ リ ャ ン､

燕 麦､ 大 変､ 架､ 豆 粕､ 大 豆､ 1,tEiな ど が 飼 料 と して 利 用 さ れ､ そ の

大 部 分 は 自給 飼 料 で あ っ た｡ ち な み に､ 規 金 牌 人 の 飼 料 2'L川 の 比 翠

は､ ｢大 腿 ｣22.8%､ ｢中 戯 ｣25.4%､ ｢小 股 J 31.2%､ ｢零 細 LB ｣

28.9%で 大 規 模 で あ る ほ ど 自給 率 が 高 くな る (註 12)0

役 畜 へ の 給 餌 状 況 を r大 戯 ｣ と ｢零 細 農 ｣ に つ い て 見 た の が 左上A

二ヱ で あ る｡ ま す､ 1夢貞当 りの 現 物 給 餌 虫 を 比 較 す る と､ そ の 格 差

は 明 経 で あ る｡ そ の 飼 料 評 価 称 (給 LH額 ) と そ の捕成 比 を 見 る と､

｢大 殿 ｣ の 場 合 は コ ウ リャ ン､ 麦 類､ 大 豆､ 挽 割架 な どの 泊 JSi飼 料

の 比 血 が 全 体 の 75.5% を 占 め て い る が､ ｢零 細 戯 J で は 36.930/.に過

ぎ な い (回 申 の 百 分 比 の 合 計 は LOO.O% に満 た な い が そ れ は rそ の 他｣

を 除 い た た め )｡ ち な み に､ ｢大 Ji3｣ の 淵 厚 飼 料 の 給 朗虫 を 桝 地 面

横 に 換 界 す る と6.9haで､ 全 経 営 面 根 の 13.8% に な る｡ 給 餌 方 法 に つ

い て ｢大 農 ｣ は 特 に 腿 緊 糊 (冬 季 ) に は 粗 飼 料 (粟 茎 幹 ) を 主 体 と

し､ 描 種 ･中 排 ･運 搬 作 業 を 行 う 腿 繋 期 に は 穀 類 を 多 く与 え る と い

う (証 13)｡

そ の 結 果､ 役 畜 へ の 給 餌 状 況 に は 階 層 差 が あ り そ れ は 減 摩 飼 料 の

多 寡 に現 れ る｡ そ の た め､ ｢大 曲 等 の 役 畜 は 肥 大 し､ 年 齢 の 如 何 に

拘 は らず 牽 曳 力 強 大 で あ る が､ 細 段 等 の 役 畜 に 至 っ て は 年 齢 の 若 き

に も 似 ず､ 柄 馬 に等 しい もの あ りて 牽 曳 力 も 速 く淡 ば ざ る も の が 多

い ｣ と い う (註 14)｡

こ こ に､ 土 地 改 革 前 の 役 畜 の 飼 育 に つ い て､ 第 1 に 桝 種 段 業 か ら

供 給 さ れ る穀 物 と副 産 物 (粟 茎 幹 ) に 7- 8割 を 依 存 して い る こ と､

第 2に 自然 村 内 の 役 畜 の 飼 育 状 況 =給 餌 虫 に は 階 層 差 が あ る こ と､

の 2つ の 特 徴 が 兄 い だせ る｡

従 っ て､ 高 級 社 で は､ 第 1の 点 に つ い て 食 税 生 産 が 塵 視 され 減 摩

飼 料 の 生 産 が 犠 牲 に され て い た こ とが 分 か る｡ 第 2の 点 に つ い て は,

高 級 礼 で は 自 然 村 内 の 役 畜 が す べ て 一 つ の 生 産 隊 に塊 申 さ れ る た め､

'1'(7

避H-7 土地収邸前における ｢大農 ｣と ｢弔紬農 ｣の飼料利川附 兄

(克山県,1934年調査)

柴茎幹 コウリャン 表郷 大豆 豆粕 挽別巣 合計

大農

給餌崖(kE) 26ー738kg 4.019 2.098 1,320 3.452 2.511

1班当給糾崖 2.228 335 175 110 288 209

給糾執(円) 121.92 170.47 69.L8 59.51 120.55 77.83 658.14

金箱i比(%) 18.5 25.9 lO.5 9.0 18.3 J卜8 loo.0

生産両捕 (ha一 2.6ha 1.7 卜0 1.6 6.913.8%

零細農

給餌艮(kg) 5,662 216 60 322 248 227

1現当給糾塵 1.874 72 20 107 83 75

給糾珊(円 ) 25.82 5.捕 I.72 14.56 8.40I 7.09 70.35

茸料 : r先山地方農家総研J,付表｡

註 : ｢大農 ｣の経営面榔 ま49.99Iha､役畜頭数は12軌､ ｢零細農｣は各々

3.98ha､ 3所D
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従 来 は 共 な る 階 層 で 光 な る飼 育 条 件 の 下 に あ っ た 役 畜 に､ 同 t̂vの 飼

育 条 件 =飼 料 の 供 給 を 与 え ね は な らな く な っ た｡ そ の 際 に､ 十 分 な

使 役 に耐 え る ｢大 農 ｣ の 役 畜 の 1人博 に 保 持 し よ う とす る と､ 飼 料 の

不 足 と い う間 脳 に 直 ち に遭 遇 す る こ と は 必 至 で あ り､ 自然 村 内 の 耕

地 黄 源 も す べ て の 役 畜 の 必 安 に応 え る た め に 振 り向 け る こ とが 求 め

られ る の で あ る｡

次 に役 畜 の 使 役 .飼 育 管 理 の 状 況 を 見 る｡ 飼 育 労 働 の 内 容 は､ そ

の 時 問 の 長 さ か らみ れ ば､ 粟 茎 幹 切 り作 業､ 紹 即 作 業､ 畜 舎 消 掃 (

馬 乗 出 し )､ 放 牧､ 飼 料 調 製 が 主 な も の で あ っ た (証 15)0

役 畜 の 飼 育 .使 役 に関 わ る 労 働 力 は､ 341r!類 あ り御 者､ 放 牧､ 夜

番 が い た｡ 放 牧 は 14- 15歳 の 少 年 を あ て､ †乍段 は 他 の 半 人 前 の 屈 川

労 働 力 ( ｢半 技 手 ｣ ) と一 緒 に段 作 業 神 助､ 家 中 補 助､ 昼 食 の 抑 場

へ の 迎 搬 な ど に 従 邪 す る｡ 夜 番 は､ 野 田J:な ど か ら家 畜 な ど を守 る 作

業 を 行 う が､ 腿 作 業 に従 事 で き な い が 経 願 の あ る 老 人 が 雇 用 さ れ て

い る｡ 役 畜 10数 紺 を 保 有 す る 大 殿 経 営 で は 放 牧､ 夜 番 い づ れ も 1名

づ つ 屈 用 され て い た (註 16). 別 の 資 料 に よ る と､ 昼 間 の 役 畜 の 世

話 は ｢老 板 子 ｣ (御 者 ) が 行 う と い う｡ ま た､ 3者 と も に 昼 間 は 上

記 の 役 畜 飼 育 に 関 す る作 業 に 従 事 す る｡ 夜 番 は 明 け 方 か ら昼 r-31で 睡

眠 を と り､ 昼 間 は 午 後 か ら役 畜 の 世 話 を 手 伝 う と い う (註 17)｡

こ の よ う に､ 役 畜 の 世 話 は 昼 は r老 板 子 ｣､ 夜 riilは 夜 番 に よ っ て

分 担 され､ 昼 間 は 他 の 2人 が ｢老 板 子 ｣ を 桃 助 す る形 で ｢大 腿 ｣ の

保 有 す る せ いぜ い 10数 頭 の 役 畜 の 世 話 に 当 た る｡ こ の よ う に､ 土 地

改 革 前 の 大 殿 経 営 で は､ 役 畜 の 飼 育 ･利 用 を 将 門 的 に 行 う の は ｢老

板 子 ｣ の み で あ り､ そ の 他 は 夜 番 と放 牧 が 受 持 ち 時 間 の 雑 役 と併 せ

て 飼 育 を 補 助 す る｡ 従 っ て､ 高 級 社 の よ う に 飼 育 員 と 使 役 員 (運 輸

局 ) の 二 人 に 使 役 ･飼 育 が - 任 さ れ る こ と も､ ま た 彼 らが 他 の 作 業

か ら解 放 さ れ て 担 当 す る こ と も な か っ た の で あ る｡

応 後 に役 畜 の 使 役 につ い て だ が､ ｢大 腿 ｣ 経 営 で は 作 業 の 割 り探

り に お い て も 一 定 の 分 業 が な さ れ て い る｡ 岡城 作 業 で は 馬 が ｢P心 で

あ る も の の､ 指 呼 の 牽 引 に は ラ バ も適 して い る た め 利 用 さ れ る し､
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さ ら に故 将 の あ る (恨 病 の ) 馬 は､ 瓜JJfに利用 で きな い も の の､ 臼

曳 き に は 利 用 さ れ る と い う (註 18)｡ ま た､ 矧 糊 作 男 を統 制 す る ｢

打 頭 的 ｣ と役 畜 利 用 を統 制 す る ｢老 板 子 ｣ は 相 互 に密 な 迎 緒 を 取 り

合 う と い う (註 19)｡

つ ま り､ 役 畜 の 利 用 に つ い て は､ ImJ切 作 業 を統 括 す る ｢打 頭 的 J

と役 畜 飼 育 ･使 役 を 統 括 す る ｢老 板 子 ｣ の 糊 の 調 整 さ え解 決 で き れ

ば､ 使 役 と飼 育 の 矛 盾 は 朔 在 化 しな か っ た と思 わ れ る｡

高 級 社 の 土 地 改 革 前 との 尾 大 の 相 通=ま次 の 2点 に あ る｡ 第 1は,

役 畜 の 管 理 担 当 省 が 受 け 持 つ 役 畜 の 頭 数 が､ 高 級 礼 で は 20頭 以 上 と

1luu的 に 増 大 し た 点 で あ る (帖 江 配 収 宙 砧 紬 礼 の 判 例 )｡ こ の た

め､ 飼 料 や 畜 舎 の 不 足 が な くて も､ 個 終 極 の 細 密 な 管 理 の 難 度 も増

大 す る こ と に な る｡ 飼 育 と使 役 との 調 整 や 投 荷 の 作 業 用 途 に応 じた

使 い 分 け も 同 様 で あ る｡ 窮 2 に綬 苗 の 飼 育 に f対わ る労 所 管 埋 方 法 の

追 い で あ る｡ ｢大 Lii｣経 営 で は 飼 育 担 当 者 が 過 'I汀は 碓 頬 の 巽 な る複

数 の 作 業 に従 耶 して い た｡ そ の た め､ 労 働 力 を よ り臨 機 応 変 に利 用

で き る こ と に な る｡ しか も､ 彼 らは 屈 用 労 働 力 で あ り､ 種 々 の 雑 役

も含 め て 労 貨 が 支 払 わ れ る た め､ 作 業 晦 の 労 働 評 価 の 聞 題 は発 生 し

な い｡ 高 級 社 で は 摂 任 分 担 が 明 確 に さ れ る が､ 使 役 ･飼 育 双 方 の 担

当者 の 所 得 は 特 定 の 作 業 ノル マ に拘 束 さ れ る た め､ そ の 作 業 と出 役

させ る役 畜 の 決 定 が 近 視 眼 的 に な り易 い し､ 他 の 作 業 との 労 働 点 数

の 格 差 が 彼 らの 作 業 意 欲 を 直 積 左 右 す る こ と に な る｡

総 じて､ 高 級 社 で 生 じた役 畜 の 使 役 ･飼 育 の 根 本 的 問 題 は､ 自然

村 内 の 役 畜 が 生 産 隊 に 一 括 集 中 さ れ て 飼 育 ･管 理 さ れ る大 規 模 な 役

畜 飼 育 を 行 っ た 点 に 由 来 す る｡ 自然 村 単 位 の 役 畜 の 飼 育 .利 用 問 題

と して 見 る な らば､ 土 地 改 革 前 は ｢大 股 ｣経 営 に お い て役 畜 が 合 理

的 に使 役 ･飼 育 さ れ る一 方 で､ そ れ 以 外 の 経 営 で は 役 畜 は 十 分 な 飼

料 も 与 え られ す､ 役 畜 の 特 性 を梨無視 し た 使 役 が 余 偶 な くさ れ て い た

の で あ る｡ 従 っ て､ 芯 級 社 に 発 生 した 間 脳 は これ らの 格 差 を解 消 す

る上 で 発 生 し た の で あ る｡
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約 4節 本 草 の ま とめ

本 編 の 第 13帝 で 考 宗 した よ う に､ 高 級 社 の 経 営 管 理 の 盛 大 の 特 徴

と現 実 に 発 生 し た 問 題 の 多 くが､ 自然 村 あ る い は 旧 初 級 社 を単 位 に

設 置 さ れ た 生 産 隊 の 管 理 に関 わ る も の で あ っ た｡ 本 車 で 考 察 し た 出

役 労 働 評 価､ 排 他 利 用 お よ び 役 畜 の 使 役 ･飼 育 の 諸 ful題 は､ こ う し

た 組 織 的 変 化 を 前 提 と した も の で あ っ た｡ こ こ で は､ 主 と して 初 級

社 の 特則 あ る い は 土 地 改 革 前 との 比 較 に よ っ て､ 高 級 社 に お け る 労

働 評 価 お よ び 生 産 手 段 利 用 の 考 察 を 整 理 す る が､ 特 に これ ま で の jJl

地 と役 畜 利 Ftlと は 質 的 な 再 編 が あ っ た こ とが 注 目 さ れ る｡

A)山 役 労 働 の 評 価 問題
祉 貝 の LLi役 労 働 の 評 価 は 初 級 社 に お い て も fri非 な 間 脳 で あ っ た.

特 に 労 働 点 数 制 度 の 下 で は 山 役 労 働 は rl金 で 報 酬 を 受 け取 る の で は

な く､ 収 機 物 か らの 分 配 と い う形 で 報 酬 を受 け取 る こ と に な る｡ ま

た E]常 の 労 働 の 成 果 は 作 業 の Llと 質 か ら計測 さ れ る こ と に な り､ そ

の 結 果､ 点 数 評 価 の 成 否 が 以 降 の 社 員 の 労 働 意 欲 に 直 1妾反 映 す る メ

カ ニ ズ ム に な っ て い る｡ こ の よ う に､ 合 作 社 に お け る 出 役 労 働 の 評

価 は 労 務 管 理 と不 可 分 で あ っ た｡

初 級 社 に つ い て 小 論 の 第 9章 で 考 察 した の は､ 日 々 の 作 業 の 男 を

作 業 グ ル ー プ 単 位 で 合 議 に よ っ て 評 価 す る方 法 で あ っ た｡

こ れ に 対 して､ 高 級 社 が 設 立 さ れ て 以 降 は､ 個 々 人 の 当 該 季 節 の

作 業 に関 す る 熱 純 度 を 予 め 評 価 して､ 異 な る 評 価 基 準 を通 用 す る と

い う 方 法 が 新 た に提 起 さ れ て き た｡

当 時 の 農 家 労 働 力 に と っ て､ 家 庭 外 の 就 労 が ｢大 股 ｣ の 年 屈 経 営

が 展 開 して い た 土 地 改 革 前 の 被 雇 用 労 働 と同 等 の 方 法 で 評 価 さ れ る

こ と が､ Laも 受 け 入 れ 易 い も の で あ っ た とす れ ば (こ の こ とは 初 級

社 の 考 察 の 隙 に も前 提 と して い た )､ 作 業 以 前 に 自 らの 所 得 櫛 (高

級 社 の 場 合 は 労 働 点 数 ) が あ る程 度 明 らか に な る こ の 方 法 は､ 初 級

社 の gi後 的 な 評 価 よ り も 一 歩 改 脅 さ れ た と評 価 で き る｡ た だ､ 節 1

節 の 事 例 考 解 で は､ 熱 純 度 別 の 労 働 点 数 の 差 別 化 の 程 度 が 従 来 の 屈
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用 貿 金 よ り も 極 め て 小 さ く､ 熱 線 腔 の 評 価 カリrZ式 的 な 意 味 しか 持 た

な か っ た 可 惟 性 が 指 摘 さ れ た｡

* * *
他 方 で､ 社 員 の 労 働 評 価 と強 い 関 わ り を持 つ の が､ 前 章 で も 触 れ

て き た 生 産 隊 を 中 位 と した作 業 ノル マ の 調 flとそ れ に リン ク した 出

役 労 働 評 価 の rRl腿 点 で あ っ た｡ こ の FHJ腿 の 核 心 は､ 前 級 祉 管 理 委 員

会 か ら統 一 の 作 業 ノ ル マ が 下 達 さ れ る の に対 して､ 生 産 隊 で は 耕 地

条 件 な ど の 作 業 条 件 が 異 な る た め､ ノル マ の 遂 行 に も 指 差 が 生 じ､

従 っ て 平 等 な 条 件 の 下 で 労 働 評 価 が な さ れ な い と い う 点 に あ っ た｡

本 葬 熊 1耶 B )項 で 考 察 さ れ た の は､ 砧級 祉 腎 性 委 貝 会 は 排

地 条 件 に 合 わ せ て は 術 的 合 理 的 に作 付 け 配 分 を 行 うの に対 して､ 作

物 に よ っ て 作 業 血 や 作 業 通 則 が 異 な る た め､ 統 一 の ノル マ に よ る 労

働 評 価 や 戯 作 業 別 を 通 じ た労 働 配 分 が 阻 告 さ れ､ 生 産 隙 間 の 経 済 的

平 等 性 が 糊 な わ れ る こ と で あ っ た｡

こ の 間 腿 は､ 作 業 ノル マ の 修 正 を一 定 程 Jii=は 生 産 隊 独 自 に任 せ る

こ と と同 時 に､ 生 産 隊 fH]で 作 業 請 負 地 を 交 換 しあ う こ とで 調 整 さ れ

た｡ そ して､ 後 者 の 調 整 方 法 が 技 術 的 合 理 的 な 作 付 け を行 う以 上､

既 存 の 自然 村 や 初 級 社 の 延 長 線 上 に設 立 され た 生 産 隊 に作 業 ノル マ

の 遂 行 を 保 証 さ せ る こ と と衝 突 せ ざ る を 得 な い こ とを 象 徴 して い る

こ と を 指 摘 し た｡ 細 っ て､ 高 級 社 に お け る種 々 の ノル マ 請 負 制 と労

働 組 織 の 編 成 が､ 自 然 村 や 初 級 社 とは 質 的 に 異 な る も の に 再 編 さ せ

る必 要 の あ っ た こ と が 指 摘 さ れ た｡

B ) 食 槻 生 産 引 画 と耕 地 利 用 の 面 的 娘 中

他 方 で､ 桝 地 の 面 的 利 用 の 状 況 も大 き な 質 的 変 化 を 受 け た｡ そ れ

は､ 耕 地 の チ削 れ共 有 化 を 制 度 的 前 提 と しな が らも､ 省 政 府 の 直 ほ の

指 導 を受 け た 腿 村 で 典 型 的 に 見 られ た｡

高 級 祉 設 立 後 に現 れ た 耕 地 利 用 の 訣 腿=ま･ 畜 )J組 作 業 や 機 械 排 転

の 作 業 効 率 を 高 め る た め に､ 従 来 家 族 経 営 や 初 級 礼 の 下 で 一 つ の 地

片 が 細 分 化 さ れ て 利 用 さ れ て い た 状 態 を 改 変 して､ 輪 作 順 序 の 統 一
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を 図 る こ と に あ っ た｡

こ こ に は 当 然､ 各 生 産 隊 へ の 作 物 自己分 と作 男 お よ び 叫 収 ノル マ､

社 員 の 山 役 労 働 評 価 の 相 互 の 関 辿 が lUJ店 と して 浮 上 した が､ JEjも 他

心 が 持 た れ た の は､ 国 家 生 産 計 画 との 姫 ね 合 い で 輪 作 順 序 の 統 一 を

早 め る技 術 的 移 行 招 紅 で あ っ た｡

省 政 府 機 関 の 直 ほ の 指 串 を 受 け た 克 山 県 の 古 城 両 級 礼 で は､ 稲 作

順 序 の 統 一 を 一 定 年 数 を か け て 行 っ て い く と 同 時 に､ 他 方 で J娼聖 地

を `̀緩 衝 材 " と して 輪 作 調 整 の た め に 犠 牲 に さ れ た 作 物 を 作 付 け て

計 画 の 完 成 を 保 証 す る方 法 が と られ た｡

こ れ らの ZJI例 考 察 か ら分 か っ た の は､ 高 槻 礼 で は)JHuIの 面 的 利 用

ま で も 国 家 生 産 計 画 の 速 成 を 至 上 課 腿 と し修 正 さ れ た こ とで あ っ た｡

輪 作 の 問 題 は､ 次 章 に お い て は 瀬 北 の ｢三 年 輪 栽 ｣出法 の 改 良 の 問

題 と して 詳 細 に 考 察 す る｡

C )生 産 隊 に お け る役 畜 の 大 規 模 飼 育 管 理 問 題

高 級 社 で は 役 畜 は 有 限 共 有 化 さ れ た た め､ そ こ で の 役 畜 利 用 の 問

題 は す で に所 有 者 で あ る 社 員 の 経 済 的 利 害 の 調 整 rgl題 で は な く､ 使

役 ･飼 育 管 理 の 規 模 が 大 き く な っ た こ と に関 わ る 問 題 で あ っ た｡

第 3節 で は 高 級 社 に お け る 役 畜 の 利 用 問 題 が､ 省 内 全 体 の 状 況 と

神 教 の 個 別 邪 例 の 考 察 を 通 じて､ 第 1に畜 産 業 の 軽 視 あ る い は 実 態

と して の 衰 退 と い う役 畜 の 管 理 強 化 に 不 利 な 政 治 的 現 J鬼が あ っ た こ

と､ 弟 2に役 畜 の 飼 育 に 必 要 な 物 的 条 件 1- 畜 舎 と飼 料 -- が 不 足

して い た こ と､ 第 3に 般 作 業 の 遂 行 が 虫 視 さ れ る た め に､ 役 畜 の 健

忘蛭1人1鰻の 保 持 お よ び 繁 殖 が しば しば 無 視 され る こ と､ 舘 4 に 個 体 の

状 況 に応 じた 綿 密 な 管 理 を保 証 で き る よ う な 組 織 作 りや 飼 育 技 術 の

普 及､ 作 業 ノ ル マ と飼 育 労 働 の 評 価 制 度 が 立 ち 遅 れ て い た こ と､ 以

上 の 4点 に集 約 さ れ た｡

同 節 D ) 項 で は､ こ れ らの 考 群 内 容 を土 地 改 革 前 の r大 脇 J の

卑 屈 経 営 と比 較 しつ つ 検 討 し た｡

ま ず､ 高 級 社 の 生 産 隊 を 自然 村 あ る い は 旧 来 の 初 級 社 を 基 礎 に 設

'iSj'

立 さ れ た も の と仮 定 して､ 土 地 改 llrl刑 に お け るLFbi大 の 役 高 利 川 蝉 位

で あ っ た r大 農 ｣ と比 較 して も格 段 の 差 で 大 槻 棚 に な っ た こ とが 傾

討 さ れ た｡

しか し､ 役 畜 の 畜 舎 な どの 状 況 が 高 級 祉 で も殆 ど改 再 が な か っ た｡

ま た､ 飼 料 調 達 の 面 で も ｢大 腿 ｣ は 4u対 的 に小 規 喉 で あ っ た か ら

こ そ 役 畜 を BEl場 作 業 に耐 え られ る 状 態 に 飼 育 で き た が､ 生 産 陽 で よ

り大 輔 数 の 役 畜 に対 して 同 等 の 飼 育 状 態 を保 証 す る に は､ 意 識 的 な

飼 料 確 保 を 行 う 必 要 が あ っ た｡

さ らに､ 役 畜 の 使 役 と飼 育 に携 わ る 人 員 の 労 働 組 稲 お よ び 労 務 管

理 の 面 で は､ r大 殿 ｣ の 下 で は 校 数 の 屈 川 労 働 力 が あ る も の は 上 た

るは 邪 と して､ あ る も の は 他 の は 邪 と｣任務 で 役 畜 の 管 理 に携 わ っ て

い た が､ 高 級 社 で は 特 定 の 担 当者 に絞 られ て 管 理 され た こ とC さ ら

に､ PJ-門 の 担 当 省 の 労 働 報 酬 が 受 持 ち の 範 u]内 の 作 誰 ノル マ の 達 成

度 合 に規 定 さ れ る た め､ 受 持 ち 外 の こ と (例 え ば 胴71<担 当 省 に と っ

て の 使 役､ 使 役 担 当 者 に とっ て の 飼 育 ) は 一 切 考 J,i!さ れ な くな る 危

険 性 を は らん で い た の で あ る｡

こ の よ う に､ 高 級 社 の 役 畜 管 理 は そ の 規 模 が 大 き くな っ た た め､

十 全 な 管 理 を 行 う に は 以 上 の よ う な 新 た に生 じた 謙 RZiを解 決 せ ね ば

な らな か っ た の で あ る｡

現 実 に は こ の 間 題 は う ま く解 決 され て い な か っ た の で あ るが, 本

来 段 桝 と高 座 が 有 機 的 に 結 合 して い た 東 北 の ｢三 年 輪 栽 ｣ 農 法 を,

個 休 管 理 の 面 で 技 術 的 な 革 新 の な い ま ま に､ 高 級 社 の ノル マ謂 負 制

度 の 下 に 逝 き､ 両 部 門 の つ な が り を分 WTして しま っ た と こ ろ に Ja大

の 原 因 が あ っ た と考 え られ る｡

* * *
前車 で は 労 働 力 や 生 産 手 段 の 利 用 管 理 制皮 が 馴 "j分 化 した ス タ ッ

フの 指 弔 ･管 理 労 働 へ の 配 置 と ノル マ に よ る統 制 と い う制 度 的 特 徴

が 考 辞 さ れ た｡ だ が 本 環 の 考 察 か らみ る 限 り､ 裸 の 労 働 力 と役 畜 を

和 排 の 動 力 源 と した 技 術 水 準 で, しか も耕 地 利 用 も含 め て 各 生 産 要

素 が 生 物 的 ･有 機 的 な 物 的 循 環 に よ っ て 結 合 され て い る場 合 に･ こ
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う し た 制 度 rlgに 和 ち 化 さ れ た 管 理 方 法 を 十 全 に機 托 さ せ る こ と は か

な り困 難 で あ っ た こ とが 考 え られ る｡

こ の 点 は 虚 業 生 産 技 術 の 水 準 に 大 き く規 定 さ れ て い る と考 え られ

る の で あ る が､ 次 _i.=75.で は こ の Jn法 の 改 良 聞 出 が 分 析 さ れ る｡

弟 14章 註

註 1: ｢工 作 意 見 解 決 当 前 段 某 社 内 部 主 賓 矛 l百 一労 働 計 許 rljJ

題 中 共 巣 奄 江 省 委 員 会 農 村 工 作 部 弟 二 処 ｣, 無職江 El報 1957年 6

月 14日. に よ る｡

註 2: 以 下 は､ ｢土 地 税 画 克 服 7 生 産 百 日性 ｣, 製 屯 江 El報 19

56年 2 月 18Elお よ び 黒 滝 江 日報 1956.3.3r倣 好 虚 業 生 産 合 作 社 的

土 地 税 画 ｣, 黒 滝 江 日 報 1(J56年 3月 3日. に よ る｡

註 3: 以 下 は､ ｢,W.屯 江 省 山 菜 庁 技 術 相 広 処 占城 合 作 社 是 ,/B
棟 進 行 土 地 税 画 的 J, 難 聴 江 日報 1956年 3n 17日 に よ る｡

註 4: 以 下 は､ ｢祉 論 一 毎 個 農 業 祉 都 質 把 牲 畜 損 得 又 肥 又 壮 ｣,

黒 竜 江 日報 1956年 4月 28日 に よ る｡

註 5: 以 下 は､ ｢祉 諭 一解 決 括 緊 酒 盛 和 保 吉 的 矛 盾 ｣, 黒 竜 江

日報 1957年 5月 30日 に よ る｡

註 6: 以 下 は､ r黒 聴 江 省 人 民 委 員 会 関 於 加 強 冬 季 保 高 工 作

指 示 ｣, 黒 滝 江 E]報 1956年 10月 25日 に よ る｡

註 7: ｢調 査 研 究 一高 牧 業 方 面 的 問 題 ｣, 黒 屯 江 日報 1956年 9

月 10日 に よ る｡

註 8: 以 上 は 註 4 と 同 じ資 料 に よ る｡

註 9: 以 下 は､ ｢双 書 社 的 飼 養 貝 工 作 定 触 ｣, 黒 滝 江 日報 1956

年 7月 3日 に よ る｡

証 10: 満 州 国 産 業 部 大 臣 官 房 資 料 科 『克 山 地 方 腿 家 経 済 』,

pp33-34. p41. p47.

註 11: 満 州 国 国 務 院 実 業 か 臨 時 産 業 調 査 局 『成 徳 元 年 度 戯 村

突 ･h控訴 査 戸 別 調 査 之 部 』, 1934航 表｣ - ⊥a)b)参 胤

註 12: 註 10と同 じ汽 料 p47.に よ る｡

註 1

註 1

註 1

証 1

;iI

n?.i)

訂 1

同 前 p42.に よ る｡

同 前 p48.に よ る｡

同 前 pp50-51.に よ る｡

同 前 pp13-14.に よ る｡

『屈 用 例 係 並 び に 朋 行 編 』, p30.に よ る｡

『Bl業 経 営 編 』, pp24-25.

証 18と同 じYf料 p37.に よ る｡
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第 15車 農 業 改 良 技 術 の 普 及 と食 粗 増 産 政 蹄

は じめ に

小 論 で は こ れ ま で 互 助 紬 や 初 紋 礼 の 設 立 が､ 各 々 の 帖州 に お け る

食 税 増 産 技 術 の 普 及 政 韓 と不 可 分 に結 び 付 い て 進 ん で 来 た こ と を 示

して き た｡ ま た 第 4編 第 10章 で は 初 級 社 に お い て 食 旭 増 産計 画 が

上 か ら下 達 さ れ た こ とが､ 社 員 の 所 得 増 大 に と っ て 必 ず し も有 利 な

選 択 で は な か っ た こ とが 示 さ れ た｡

本 章 で は､ 高 級 祉 が 普 遍 的 に設 立 さ れ て 以 降 の 食 機 Lf;'産 技 術 の 内

容 と そ の 普 及 実 態 に つ い て 考 察 す る が､ こ の 時 州 に は す ぐ後 に 見 る

よ う に､ そ れ 以 前 の 時 期 に そ の 都 度 部 分 的 に 提 tl臼され て き た 改 良 技

術 が､ 約 1に 珊 及 対 象 が 編 組 祉 と な っ た こ と､郡 2に - 池 の 技 術 改

良 プ ロ グ ラ ム と して 休 系 化 さ れ た こ と､ と い う 隙 だ っ た 特 徴 を 持 っ

て 手足起 さ れ て い る｡

ま た､ そ の 内 容 も 在 来 の 段 法 を 基 底 と しな が ら も そ の 全 般 的 改 良

と して 提 示 さ れ て お り､ 本 章 で は まず 土 地 改 革 ilTj以 来 の 在 来 JEi法 と

の 全 面 的 な 比 較 を通 じて 吟 味 す る｡

次 い で､ こ の 改 良 技 術 の 普 及 過 程 の 考 察 を 通 じて､ 食 耀 jel産 政 僻

の 技 術 面 で の 具 体 化 と して の 改 良 良 法 が, 実 際 の 普 及 機 面 に お い て

い か な る 技 術 的 困 難 を持 つ も の で あ っ た の か を 明 らか にす る｡

* * *
ま た､ 本 苛 の 分 析 は､ 小 論 で こ れ ま で 問 題 に して き た ｢北 浦 の 大

戯 経 営 ｣ と土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 の 格 差 と い う テ - マ と深 く1対迎 し

て い る｡

と言 う の も､ これ ま で の 分 析 で は 合 作 化 と家 族 経 営 の 事 実 と して

の 考 察 と､ 収 去Lt分 配 や 食 粗 増 産 政 顕 との 帆 迎 で 社 員 の 所 得 rHj兇変の 傾

討 は 行 わ れ た が､ こ う した 諸 問 題 が 土 地 改 革 前 の 腿 業 捕 追 と ど の 描

な 位 置 関 係 に あ る の か は 一 艮 して 不 明 確 で あ っ た か らで あ る｡ そ し

て､ そ の 根 幹 に は 食 捉 生 産 の 実 隙 の 技 術 水 難 が 明 らか に で き て い な

か っ た と い う分 析 の 弱 点 が 存 在 して い た｡

従 っ て､ 本 帝 で 考 察 す る高 級 社 の 企 樋 生 産 の 技 術 間 脳 は､ 以 下 の

･;I.I:

第 17草 で 行 わ れ る 高 級 社 の 経 営 問 題 の 腿 業 構 造 の 角 度 か らみ た 分 析

の 基 礎 と な る 位 把 づ け を 持 っ て い る｡

箱 1節 食 柚 生 産 は 術 改 良 の 背 屈

高 級 祉 設 立 後 の 食 槻 増 産 改 良 技 術 の 内 容 に つ い て は､ 1956年 の r

黒 海 江 省 腿 巣 庁 黒 碕 江 省 段 業 生 産 合 作 祉 農 業 技 術 操 作 哲 行 規 程 J

が あ る (証 1)｡

こ れ 以 前 に も 食 視 増 産 の た め の 改 良 技 術 の 普 及 が 行 わ れ て き た が､

この 時 州 に整 理 さ れ て 公 表 さ れ る に至 っ た 背 屈 に は､ ｢Bl程 ｣ 序 言

に あ る よ う に､ こ れ ま で 新 式 農 具 の 普 及 を 始 め､ 部 分 的 に 改 良 技 術

が普 及 さ れ て き た が､ そ れ が 定 諮 しな い ば か りか 繋 合 性 を も っ た 技

術 と して 実 践 さ れ て い な い状 況 が あ っ た｡

例 え ば､ 新 式 畜 力 牽 引 農 具 の 普 及 状 況 は､ 1950- 1955年 に 18,435

セ ッ ト普 放 さ れ､ ま た 1956年 には 1年 で 25,000セ ッ トを 普 及 す る 予

定 で あ っ た｡ しか し､ こ う し た技 術 お よ び 新 式 JiA只 が 普 及 され た 地

域 で は､ ｢新 技 術 の 実 施 休 制 が 束 確 立 で､ 在 来 技 術 の 実 施 に も 混 乱

が 生 じて い る状 況 で あ っ た ｣ (註 2)｡

ま た ｢一 部 の 高 級 社 で は 腿 業 生 産 に吏 慮 す べ き状 況 が 発 生 して い

た ｣ と い う｡ 例 え ば､ 特 定 の 耕 地 で 毎 年 桝 起 を 行 い な が ら も､ 1種

類 ま た は 2種 類 の 作 物 の み を 連 作 あ る い は 隔 年 作 して お り､ 収 瓜 増

加 と地 力 維 持 が 困 難 に な っ て い る とか､ 秋 季 の 段 作 業 が 忙 しい の で､

晩 夏 緋 起 や 秋 季 桝 起 を 行 う隙 に施 肥 (厩 肥 ) を 怠 っ て お り､ そ の た

め 地 力 が 低 下 して い る状 況 が あ っ た｡

そ こ で ｢高 級 社 の 技 術 水 準 の 向 上､ 段 業 技 術 の 系 統 化､ 制 度 化､

条 例 化 と進 め て､ 腿 非 合 作 化 迎 軌 の 発 展 を促 進 し､ 我 が 省 の JL3業 増

産 計 画 の 完 成 を 保 証 し､ 国 家 社 会 主 義 工 業 化 を 支 え､ 同 時 に虚 業 技 ･

術 の 全 面 的 技 術 改 造 の 基 礎 を 作 る ｣ こ と を 目 的 と して こ の ｢規 程 ｣

が 公 布 さ れ た の で あ る｡

以 下 で 分 析 す る ｢規 程 ｣ の 示 す 改 良 技 術 は､ ｢各 レベ ル の IL3村 工

作 幹 部 及 び 技 術 指 導 貝 に よ っ て､ 本 規 程 と各 地 の 実 情 を照 ら し合 わ
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せ て､ 農 業 生 産 合 作 礼 で の 実 願 を ロ徹 ･実 践 しゆ く こ と ｣ が 賓 謂 さ

れ て い た｡

｢規 程 ｣ は 10頚 44条 か らな り､ そ の 相 成 は､

序 言

第 1費 総 則 (第 1-4条 )

第 2草 輪 作 に つ い て (邦 5 - 7条 )

第 3帝 排 起 作 業 (第 8-15条 )

第 4車 摘 肥 と施 肥 作 業 (発 16-19条 )

第 5費 雌 子 と雌 子 の 処 理 (第 20-24条 )

弟 6帝 捕 種 作 業 (第 25-28条 )

鞘 7章 肥 増 管 理 作 業 (第 29-32条 )

弟 8費 摘 出 宙 予 防 JJElti鑑 (弟 33-39条 )

箱 9章 帆 切 で の 柚 子 選 抜 と収 機 作 業 (邦 40-41条 )

第 10帝 機 子 の 貯 蔵 (節 42-44条 )

で あ っ た｡ 以 下 で は､ 輪 作 様 式､ 桝 起 作 業､ 捕 擢 作 業､ 肥 料 と施

肥 作 業､ 肥 培 管 理 作 業､ 種 子 問 題 に限 定 し､ ま た 地 域 的 に は 克 山 県

を 中 心 とす る 先 山 地 方 に 限 定 して 新 旧 技 術 の 変 化 を 考 察 す る (註 3)

第 2節 輪 作 様 式 の 新 旧 比 較

肩 紐 祉 設 立 後 に提 起 さ れ た 農 業 技 術 を 総 体 的 に 体 現 して い る の が

輪 作 様 式 で あ る｡ 一 般 的 に言 え ば､ 在 来 の 輪 作 様 式 の 変 更 も如 何 な

る場 合 に も不 可 能 で あ る 訳 で な く､ 一 定 の 技 術 的 措 置 を 採 用 す る こ

とで 操 作 す る こ と も可 能 で あ る｡ だ が 具 体 的 に は､ 輪 作 様 式 の 変 更

は 一 定 の 原 則 一一 迎 作､ 隔 年 作 の 回 避 一一 を 遵 守 す れ ば 可 能 に な る

が､ そ れ 伴 っ て 迎 垂月的 に 描 拙 前 の 糾 起 作 業､ 厩 肥 投 入､ 捕 種 方 法 の

変 更 を 含 ん だ 在 来 瓜 法 の 全 面 的 な 改 良 が 必 要 に な る｡ そ の 意 味 で､

本 節 の 輪 作 様 式 の 改 良 の 考 察 は､ 以 下 の 諸 節 の 考 察 に 先 立 っ て､ 改

77/

良枝 術 全 体 に 関 わ る 総 論 的 部 分 を な して い る｡

ま た 輪 作 様 式 の 変 史 は､ 当 然 食 槻 増 産 .口 付 政 坪 とF対迎 して お り､

例 え ば､ トウ モ ロ コ シ の よ う な 単 位 inJ'捕 当 り収 Illの 揃 い穀 物 の 作 付

面 横 を拡 大 す る 吻 合 に は､ t担年 度 の 作 付 捕 l戊 を 調 整 す るば か りで な

く､ 必 然 的 に 輪 作 様 式 自 体 の 変 更 に も 及 ぶ の で あ る｡

こ こ で は､ 土 地 改 革 前 の ｢満 州 ｣ 国 時 代 の 克 山 県 の 調 査 -試 験 資

料 に 基 づ い て 在 来 の 輪 作 様 式 の 典 型 を 示 し､ そ れ に 準 拠 して L956辛

に提 起 さ れ た 新 しい 輪 作 様 式 が 如 何 な る 意 味 を持 っ て い た の か を 考

察 す る｡

A)在 来 の 輪 作 様 式

ま ず､ 在 来 の 輪 作 様 式 を 作 物 お よ び 各 々 の 施 肥 の 右 !無や 捕 描 法 香

合 わ せ て 表 示 す れ ば & 15- 1の 通 りで あ る｡ この 大 豆 (トウ モ ロ コ

シ )一 乗 (コ ウ リャ ン )→ 小 麦 と い う 3年 を 1周 州 とす る輪 作 様 式

の 特 徴 は､ 3年 に 1回 大 豆 あ る い は トウ モ ロ コ シ の 作 付 け の 隙 に厩

肥 を 元 肥 と して 投 入 す る の み で､ あ との 2作 は 前 作 の 埠 を 利 用 して､

1年 目の 厩 肥 と大 豆 作 に よ る 土 中 の 栄 幾 分 を 改 み 尽 くす と い う 点 に

あ っ た (同 衷 概 念 図 参 照 )｡

在 来 の 輪 作 様 式 で 可 能 と さ れ た 前 後 作 関 係 を 取 り出 す と､ 大 豆 →

棄 ま た は コ ウ リ ャ ン､ トウ モ ロ コ シ- 粟 ま た は コ ウ リャ ン､ 粟 ま た

は コ ウ リ ャ ン- 小 麦､ 小 麦 - 大 豆 と い う 7通 りで あ っ た｡

こ れ 以 外 の 組 合 せ に つ い て､ 不 適 当 と さ れ る 前 後 作 関 係 とそ の 理

由 を 含 め て 示 せ ば､ ま ず 第 1に大 豆 - 小 変 あ る い は トウ モ ロ コ シ →

小 麦 と い う輪 作 は､ 小 麦 の 後 作 に 棄 ま た は コ ウ リ ャ ン を描 揺 す る た

め に は､ 新 た に 埋 立 て を 行 う 必 要 が あ り､ 労 力 を 多 く丹 や す た め で

あ っ た｡ 弟 2 に 粟 - コ ウ リャ ン､ コ ウ リャ ン 一 葉 お よ び 小 麦 一 葉 ま

た は コ ウ リャ ン と い う稲 作 は､ 粟 や コ ウ リャ ン は 捕 機 密 度 が 高 い た

め 塑 立 て を 行 わ な い と後 作 の 描 価 の 難 度 が 高 ま る 問 題 が あ っ た｡ 第

3に粟 ま た は コ ウ リ ャ ン- 大 豆 と い う輪 作 は､ 薬 や コ ウ リ ャ ン の 収

稜 の 翌 年 は ま だ 根 株 が 腐 敗 して い な い の で､ 桝 起 .坐 立 て 作 業 が 困
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表 15-1 在来の稲作様式

(鬼山上E具)

1年 目 2年日 3年目

作物 施肥播種法 作物 播種法作物 摺碓法

大豆 有 り 墜立て(JU榔) 栄 讃拙 小麦 堂種

大豆 有 り 雄立て(仙椎) コ ウ リャン 頂椎 小麦 豊 碓

トウモロコシ イすり 57iB立てー如拙) 巣 頼経 小麦 豊稚

損料 :国立克山農叫訊願域技士 松田肇著 『北掛 出方在米茂澄 卜之ガ改番茶 (

耕種舶 )』1938年,≡.作付状態 卜輪作法.

証 :各作物の播種紙については下記の概念図を参順のこと｡

播種法 ; 埋立て (tu碓 )

技術 王小麦収機後に柳起｡

内容 :r播拙時に雄を立て直し

;盤中心にす じ撒きする

前作根株の脇に輔種
榊を掘 り､菜摘する.

斐立ては如 し｡

:ト小麦

I
.rl-1L

束利川の壁の両月 に

小麦を播種する｡

埠立ては撫 Lc

骨j

難 に な る 問 題 が あ っ た｡

こ の よ う に､ 在 来 の 輪 作 様 式 で 不 可 他 と さ れ た 稲 作 脈 序 が あ っ た

理 由 は､ IIiに 技 術 的 IuJ腿 ば か りで な く､ 毎 年 の よ う に jJt起 ･鎚 立 て

が 必 要 に な り労 力 を 多 く要 す る こ と を 回 避 す る 点 に あ っ た｡

B)改 良 技 術 に お け る 輪 作 様 式

1956年 に提 示 さ れ た 新 しい 輪 作 様 式 の 特 徴 を 次 に考 察 しよ う｡

襲 15- 2 に 示 した の は､ 新 しい 輪 作 様 式 の LPで 在 来 の 輪 作 様 式 で

も妥 当 だ と さ れ た作 物 で あ る｡ た だ､ そ の 特 徴 を 見 る な らば､ 第 1

に トウ モ ロ コ シ を 除 い て 全 て が 新 式 畜 力 牽 引 農 具 を 利 用 す る捕 種 法

が 提 起 さ れ て い る｡ 箱 2 に､ そ う で な い場 合 に も 排 起 を行 う と か､

あ る い は 本 作 が 前 作 の 旦隻を再 利 用 す る似 合 に は ｢格 子 ｣ に よ る 前 作

の 根 株 と 土 鳩 の 破 砕 (原 語 は ｢椙 地 ｣ ) が 行 わ れ る｡ ま た 第 3に厩

肥 が 元 肥 と して 投 入 さ れ る｡ 在 来 の 輪 作 様 式 で は､ 収 越州が 8月 と

比 較 的 早 い 小 変 以 外 は 桝 起 反 転 が 行 わ れ ず､ 厩肥 も捕 縄 の 隙 に 埋 立

て を 行 う 大 豆､ トウ モ ロ コ シ 以 外 は 投 入 さ れ て い な い の が 一 般 的 で

あ っ た｡

こ こ に 改 良 技 術 の 多 肥 料 ･集 約 栽 培 と い う 特 徴 が 確 認 さ れ る｡

* * *
続 い て､ 在 来 の 輪 作 様 式 で は 輪 作 臓 序 と して 不 適 当 と さ れ､ 新 し

い輪 作 脇 侍 に 含 ま れ る こ と に な っ た組 合 せ に つ い て､ 表 15- 3 に よ

っ て 考 察 す る｡

① で 示 した の は､ 在 来 の 技 術 で は 不 適 格 と さ れ た大 豆 (トウ モ ロ

コシ )- 小 変 と い う 輪 作 順 序 に関 わ る も の で あ る｡

在 来 技 術 で は､ 大 豆 の 翌 年 は 粟 な ど を 捕 純 す る が､ そ こ で は 前 年

の 型 を利 用 して 中 央 に描 健 沖 を 切 り､ そ の 次 の 小 麦 は 前 作 の 型 の 両

肩 に 捕 種 油 を 切 っ て 描 概 して､ 1年 目 に 投 入 した 厩 肥 と大 豆 作 の 養

分 を 利 用 して い た｡

だ が､ 大 豆 や トウ モ ロ コ シ の 後 に 小 変 を作 る と､ そ の 翌 年 は 粟､

コ ウ リャ ン と な る｡ 粟 や コ ウ リャ ンが 小 麦 の 後 に来 る と､ そ れ らの

1

t

.

.

･
1
･1
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幾15-2 新 しい帽作様式 (i)

前 作作物 播種法 収機後耕起 元肥投入 本作作物 捕抑法

小麦 監膿又 は墓樺 耕起有 り 有 り 大豆 よこ～&嵐放漫又 は川棚

小麦 同上 同上 有 り トウモロコシ 抜放(埋立 て如 し)

大豆 よこ且急騰息又は和椎 格地 猛且 コウリャン JL=へま泉胤ま又は接碓

大豆 同上 同上 . 恵且 求 月u禿又は諜榔

トウモロコシ 汲感(韮立て旅 し) 格地 義)A コウリャン よこa∧条i臥ま又 は接種

トウモロコシ 同上 同上 盈且 莱 監成又 は横拙

莱 里遜 又は横様 格地 恵エ 小麦 変速又 は堂種

賃料 : r黒埼江省農業庁 果穐江省農業生産合作祉農業 技術操作暫行規程 ｣,盟

滝江 日報, 1956年 5月3日,5月 6-9日.

註 : 1. ｢平碓 ｣ (平萱削Ildき)とは従来 より低 い墜立 てを行な う捕碓淡｡

2. r1-2条JJrdき｣とは新式の畜力牽 引農具 による条描法｡

3. ｢は碓 ｣ (穴描 き)とは､ 工具 を使 って描種穴をあけ､ そこに元肥 と

共 に種子を拙 く方法｡

4･ ｢格地 ｣とは､ ｢格子 ｣という木材 を組み合 わせ た農具を随順 で 引 き

ず り､ 前作の雌株 を倒 した り､ 根 と耕土の固着を地組 させて､ 春季播

種 に備 えて土鳩を柔 らか くす る作業｡

表 15-3 yrしい輪作様式 (lJ)

前作作物 播相法 収楼後耕超 元肥投入 本作作物 捕相法

(コ⊃

トウモロコシ 描榔(壁立て無 し) 格地 無 し 小麦 平柿又は望椎

大豆 1-2条 1F放き又 は軸椎 格地 有 り 小麦 平捕又 は堂雌

Lp ー

小麦 平は又 は堂拙 耕起 有 り コウ7/ヤン 1-2条寸放き又は枠種

@

コウリャン 1-2東伯 き又 は接種 格地 有 り 莱 平穏又は接種

来 平穏又 は横磯 格地 有 り コウリャン 1-2条撒 き又は穣種

③

コウリ†ン 1-2条撒 き 桝起 有 り 大豆 1-2条撒 き

又 は横磯 又は州種

莱 平捕又 は標種 格地 有 り 大豆 1-2条は き又は和様

コウリャン 1-2条撒 き又は頬種 桝起 有 り トウモロコシ 指種

資料 :表15-2に同 じ｡

-t･･･ー
-

1
_.A.._lT
_._1
.1
l
r

3

1
,1

トー11
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捕 機構 を 元 の 鎚 に切 る こ とが で き な くな り､ あ た らめ て BBを 立 て る

作 業 が 必 安 に な る｡ 旦蔓を 立 て る描 描 法 は 衣 15- Jlの よ う に､ 捕 柁 後

の 鎖 圧 作 業 も 含 め て 労 力 ･高 力 を 多 Fllす る た め 従 兆 は 回 避 さ れ て い

た｡ そ の 理 由 と して は､ 毎 年 全 て の 経 営 耕 地 で 同 じ作 物 を 描 楼 す る

の で は な く､ 珊 瑚 に よ っ て 違 う 周 州 の 作 物 を 摘 種 す る の が 通 符 で あ

り､ そ の 中 に ｢和 碓 ｣す る大 豆 な どの 作 付 地 が 必 ず あ る こ と を 想 定

す れ ば 理 解 で き よ う｡ つ ま り､ ｢和 腫 ｣ を 必 輩 とす る 面 相 が 拡 大 す

る こ とは､ 全 店 宮 地 で の 通 則 作 業 保 証 に と っ て 大 き な 障 害 と な る か

らで あ る｡ 従 っ て､ ① は そ れ 自体 に間 脳 が あ っ た の で は な く､ 小 麦

の 翌 年 に 閲 腿 が あ っ た の で あ る｡ ① ′の 小 変 ->奨 (コ ウ リ ャ ン ) は

ま さ に こ の 方 法 を 敢 え て 行 お う とす る も の で あ っ た｡

② に示 した の は､ や は り在 来 技 術 で 不 適 格 と さ れ た 架 → コ ウ リ ャ

ン あ る い は そ の 逆 で あ る｡

架､ コ ウ リャ ン に つ い て 在 来 技 術 で は 秋 季 あ る い は 春 季 の 桝 起 を

行 わ な し､ 捕 椎 の 隙 に並 立 て も行 わ ず､ Hl'J一作 の 鎚 を そ の ま ま利 m す

る｡ だ が､ ② の よ う に ほ ぼ 同 じrul隅 で 元 の 並 の 同 じ位 置 に 捕 縄 す る

粟､ コ ウ リャ ン を掌 年 も 作 ろ う とす る と､ 捕機構 が 切 れ な くな り､

そ こ で も新 た に 塵 を 立 て る必 要 が 生 じ る こ と に な る｡ しか し､ 新 し

い技 術 で は､ 型 に よ る桝 起 や ｢格 子 ｣ に よ る 破 砕 な ど に よ っ て､ こ

の 間 題 を 解 決 す る こ と に な る｡

(診 に示 した の は､ 在 来 の 技 術 で は 行 わ な か っ た 大 豆､ トウ モ ロ コ

シ の 前 に､ 粟､ コ ウ リャ ン を 作 付 け る も の で あ る｡

在 来 技 術 で は 架 の 後 作 と して 小 麦 を 描 雌 し､ そ の 翌 年 に 大 豆 が 描

種 さ れ る が､ そ れ は､ 粟､ コ ウ リ ャ ン の 根 株 を ㈲ 場 に 放 置 して い て

も､ 2年 経 過 す れ ば 腐 敗 が 進 み 大 豆 な ど で 反 転 す る作 業 も 容 易 に な

る と 言 う 配 慮 が あ っ た か らで あ る｡ しか し､ 新 し い技 術 で は､ 粟､

コ ウ リャ ン と も に桝 起 を 行 う こ と で､ こ の rE!｣題 を 解 決 す る こ と に な

る｡

こ の 他 に､ トウ モ ロ コ シ- 大 豆 と い う 輪 作 順 序 も提 起 さ れ､ こ れ

は 桝 起､ 元 肥 の 投 入 お よ び 塑 立 て に よ っ て 行 わ れ る｡

衣15-4 描拙法別必安労力 ･-#))症

組作業規棚 1口の作業崖(伯) 1場当り必要崖畜力 (gT1) 労働力 (人) 畜力 労働力

和種 (合銀t圧 ) 5-6 4 CI.75 6.7-8 5.3

標碓 2-3 3 1.50 i.5-2 2.0

資料 :衣15-1に同 じ｡
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* * *

総 じて､ 在 来 の 輪 作 様 式 で は 労 働 力 と高 力 を 節 約 す る た め に 桝 起

作 業 や 並 立 て 作 業 を 極 力 回 避 し､ さ ら に 少 な い施 肥 血 で 地 力 を Irx大

隈 に 利 用 しつ つ そ の 維 持 を 図 る と 言 う 範 囲 の 中 で､ 労 力 ･畜 力 を 多

用 す る‡u機 を 3年 間 に 1回 に と どめ か つ La低 眼 の 地 力 維 持 で き る よ

う な､ 大 豆 (和 碓 )- 粟 (漂 種 ) - 小 変 (堂 純 ) と い う輪 作 様 式 が

合 理 的 だ と さ れ て き た｡ そ して､ そ れ 以 外 の 組 合 せ は 回 避 す べ き も

の と さ れ て き た｡ しか し､ 新 し い 輪 作 様 式 は､ 各 作 物 の 連 作 ･隔 年

作 を 回 避 す る と い う原 則 の 中 で､ す べ て の 輪 作 順 序 を 桝 起 と施 肥 に

ょ り こ と ご と く可 能 にす る こ と を 提 起 して い た の で あ る｡

そ こ で､ 以 下 で は 桝 起､ 捕 種 お よ び 施 肥 作 業 を 中 心 に､ こ の よ う

な 輪 作 Wl序 の 多 様 化 を 可 fJfに し､ ま た 増 産 を u的 とす るは 術 の ポ イ

ン トを考 察 す る｡

節 3m 改 良 技 術 に お け る 排 起 作 業

こ こ で 攻 う の は､ 作 物 収 機 後 か ら翌 年 の 春 の 後 作 捕 種 州 ま で の F;jj

に 行 う BBl機 作 業 の 根 幹 を な す 耕 超､ 整 地 な どの 作 業 で あ る｡ こ の 作

業 は､ 翌 春 の 捕 機 作 業 の た め に前 作 の 根 株 や 雑 草 を 除 去 した り､ 1

年 間 の 桝 作 で 硬 化 し た耕 土 を ほ ぐす こ と を 目 的 と して い た｡ しか し､

冬 季 に は 厳 寒 に さ ら さ れ る 東 北 地 方 で は､ 初 箱 や 土 壌 凍 結 に よ り作

業 期 間 が 制 約 さ れ る こ と と､ 耕 土 を無 闇 に 掘 り起 こ す こ と は 土 中 の

水 分 を 余 計 に 蒸 発 さ せ､ か え っ て 翌 年 の 播 種 作 業 の 陀 書 に な る 危 険

も あ っ た｡

そ の た め､ 従 来 北 浦 (現 在 の 黒 滝 江 省 を 中 心 と す る 地 域 ) で は 小

麦 跡 地 の 晩 夏 耕 起 以 外､ 殆 ど な さ れ て い な か っ た｡ 他 方 で 同 じ旧 満

州 国 で も 繭 浦 (現 在 の 遼 寧 省 を 中 心 とす る地 域 ) で は 普 遍 的 に 行 わ

れ て い た｡

1956年 の ｢腿 菜 技 術 操 作 暫 行 規 程 ｣ で は､

① 桝 起 作 業 は 隔 年 1回 実 施 す る こ と

仰
② 3年 を 輪 作 周 州 とす る 場 合 に は そ の 中 で 1 ･2回､ 4 ･5年

の 場 合 に は 2 回 実 施 す る こ と

③ 主 と して 小 変､ 亜 麻､ 粟､ コ ウ リャ ン､ テ ン サ イ跡 地 で 行 う

こ と

と い う 3つ の 原 則 が 示 さ れ た｡

以 下 で は､ 桝 起 技 術 の 改 良 の 特 徴 を 在 来 の 技 術 と具 体 的 に 比 較 考

察 す る｡

ます､ 8月 の 小 変 (あ る い は 亜 麻 ) の 収 機 の 後 に行 う晩 夏 桝 起 作

業 に つ い て で あ る が､ 小 麦 収 穫 後 は 粟､ コ ウ リャ ン､ 大 豆､ トウ モ

ロ コ シ な ど大 部 分 の 食 ‡晶作 物 の 収 機 州 ま で 時 Hjjが あ る の で､ 労 働 力

と畜 力 の 調 達 の 面 か らみ れ ば 桝 起 作 業 にJfj一利 な 暗 州 で あ る｡ さ ら に

晩 夏 桝 起 作 業 に は､ 排 起 作 業 一 般 に共 通 す る 雑 草 根 絶､ 前 作 の 根 株

の 腐 食 促 進 な ど の 効 果 が あ る｡

袈 15- 5a)に よ る と､ 改 良 技 術 で は 新 た に 村 人 した 純 鉄 判 の 有 輪

プ ラ ウ を 使 っ て よ り深 く排 起 す る こ とや､ 作 業 を 丁 寧 に行 う こ とが

特 に強 調 さ れ て い る が､ 作 業 通 糊 や 作 業 を 行 う耕 地 の 前 作 作 物 に つ

いて は､ 在 来 技 術 と大 差 は な い｡

* * *
秋 季 桝 起 作 業 一一 粟､ コ ウ リャ ン､ トウモ ロ コ シ､ 大 豆 収 越 後 の

耕 起 一一 は 黒 滝 江 省 で は 行 わ れ て い な か っ た｡ そ れ は 衷 15- 5b)に

見 る よ う に収 雌 作 業 とそ れ に続 く脱 穀 作 業 に 労 働 力 と畜 力 が 拘 束 さ

れ る こ と と､ た と え 行 っ た と して も土 壌 凍 結 前 の 限 られ た 時 間 で 完

了す る こ とが 困 難 と さ れ た た め で あ る｡

しか し､ 改 良 技 術 で は､ 晩 夏 排 起 作 業 と同 じ作 業 方 式 で 秋 季 排 起

を 行 う こ とが 提 唱 さ れ た｡ しか し､ 労 働 力 ･畜 力 お よ び 気 象 条 件 の

制 約 は 変 わ っ て い な い わ け で あ る か ら､ 非 幣 に限 られ た時 間 に 収 横､

脱 穀 な ど に加 え 新 た な 排 起 作 業 を 同 時 期 に押 入 す る 努 力 が 高 級 社 に

求 め られ る こ と に な る｡

技 術 的 な 対 応 と して は､ 前 作 の 塵 を 切 り返 す 揚 合 に､ 晩 夏 桝 起 作



在来技術 改良技術

前作物 小麦､ 亜麻 小麦､ 亜麻

作業適期 晩夏 (小麦収穫後 2-3日後 ) 8月未 まで､ 遅 くとも9月上旬 まで

農具 役畜 (4-6gj'i)+捕梯川梨 ① ｢双精一妄中和 ｣ (耕 探 16-18cm )

及び +燭追 い+型操作 ② ｢双輪双 妄車型 ｣ (耕探14-15cm )

組作業単位 (診木製梨で 2凶､ 並幅60cm

LJF# 耕起反帖 (軸椎方式 )による (かます､ 深 めに耕起､ 次に逆方向

内 容 小麦前作 (紫､ コウ リャ ン)の か らはめ に耕起 し平 らにする

根株 の維去 (診水分が多 い時 には､ 土を粘土状に しないよう注意 す る.

在来技術 改 良技術

作業適期 収穫 .搬出直後か ら上場凍結前 まで

農具 (》方法 は晩夏耕 延 と同 じ② ただ し梨2台利川 し法度調節の時聞を節約 す る.

備考 秋季胡起 は実施せず 耕起後､ 耗 (ハ ロー )で破砕す るが

理由①収穫作業糊で労力不足②冬が近 く土壌 凍結が始 まる 時間不足な ら早春 に行 う.

在来技術 改良技術

農具 晩£耕起 と同 じ

作業 ①耕起 前にIi;JH乍 (コウ リャン､

内容 トウモ ロコシ)の根株を除去.②盛跡地では弔荊 (凍結糊rulql)に｢格地 ｣ してお く○

blF7考 北浦 では番手盤地は水分蒸発 と労JJ不足 によ りー 根株絶圭 も行わな い. 痢満では皆退的 に実施. 鬼山地 Lf_では必fT1でない

在米技術 改良技術

前作 小吏 以外の作物 (大豆､柴など) 前作の鎚を利用 する似合 に行 う

作物 大豆､トウモ ロコシ､コウ リャンの跡地で後作 はコウ リャン､粟､小麦.

作業適期 春季 の土鳩解収後に行 う 同左

農具 役畜 (i-3現 )+｢格子 ｣+馬追 い 同左

作業 ｢相 子 Jを引いて切株 と 同左



eJその他の作男

従来技術 改良技術

作業名 ｢包査子 ｣ 耕起作業後の破砕

前作 コウリャン､ トウモロコシなど

作物 切株の壁牢な作物の跡地

農具 北 (円磁ハロ-)か木製格子による

作業 ①シャベルで鵬株を蹴 り起こす 破砕 し､ 後で銚J王昔話で鎖圧する○

盟料 :1.改良技術については､ ｢具も相法省農業庁 点日誌江祈農業生産合作祉LL%

光技術操作即行規程｣,黒滝江 日報, J956iLi5月 3日, 5月 6- 9El.

2.在来技術についての資料は､ 国立先山戯部試験場技士 松田肇著 『北

浦地方在来農業 卜之ガ改善策 (耕種飼 )』I938年および満鉄弘報謝舶

r満州農菜図誌』1941年､ 非凡胤による｡

盲も3
業 で は､ 1台 の 新 式 右 輪 プ ラ ウで 往 指 と 復 路 とで 桝 深 を調 整 した の

に対 して､ そ の 時 fH)を 節 約 す る た め に 罪 な る 耕 潔 を 調 整 した 2台 の

新 式 布 輪 プ ラ ウ を組 み 合 わ せ て､ 往 指 と役 指 の 作 業 棟 城 を 分 放 す る

こ と が 示 さ れ た｡

ま た､ 土 壌 凍 結 前 に作 業 が 終 7 しな い場 合 を想 定 して､ 排 起 作 業

後 の 土 壌 破 砕 作 業 を 翌 春 ま で 延 期 す る こ とが 示 さ れ た｡ しか し､ 排

起 - 土 壌 破 砕 - 跳 圧 と言 う作 業 を 中 途 半 9;Rで 終 わ らせ る こ とは､ 冬

季 の 土 壌 凍 結 期 間 中 に水 分 の 蒸 発 や 凍 結 深 度 が 深 くな る な どの 危 険

を犯 す こ と に な る｡ 従 っ て､ 桝 起 作 業 で 中 断 にす る に して も一 応 は

鎖 圧 を 行 う必 要 性 は 弘 る の で あ る｡

* * *

春 季 桝 起 作 業 も衣 15- 5C)の よ う に秋 季 桝 起 作 業 同 様 の 理 由 か ら

従 来 は 行 うti'l習 が な か っ た｡ つ ま り､ 土 機 解 凍 か ら捕 機 作 業 ま で の

間 に 時 間 が な く捕 機 作 業 と労 働 力 と畜 力 の 利 用 の 面 で 発売合 す る 可 舵

性 が 大 き い こ と と､ 春 季 は 平 年 は 乾 燥 して お りJ:域 中 の 水 分 蒸 発 を

促 進 す る よ う な 桝 起 作 業 は 忌 避 さ れ て い た｡ 改 良 技 術 に お いて も､

克 山 地 域 で の 春 季 桝 起 は 必 ず しも 推 奨 さ れ て い な い｡

同 じ く春 季 に 行 う も の と して､ 春 季 ｢椙地 ｣作 業 が あ る｡ こ の 作

業 は､ ｢格 子 ｣ と呼 ぶ 2本 の 角 材 を木 材 で 連 結 した 農 具 で 土 壌 を 破

砕 す る も の で あ る｡

こ の 作 業 の 効 果 は､ 第 1に ｢格 子 ｣ で 前 作 の 蛸 を 擦 り､ 前 作 を 薙

ぎ倒 す と共 に､ そ れ に よ っ て 越 冬 に よ っ て よ り硬 化 した前 作 の 根 元

を 弛 紹 さ せ､ 後 作 の 捕 機 構 を 切 る 作 業 を 容 易 に す る こ と と､ 第 2に

耕 土 の 表 土 と の FIJjの 毛 細 管 を 切 断 して 水 分 蒸 発 を 防 止 す る こ と で あ

っ た｡

｢格 地 ｣ 作 業 は 崇 屯江 省 の 春 季 の 気 候 条 件 に適 合 した も の で あ る

とさ れ､ 表 15- 5d)の よ う に 改 良 技 術 で も そ の ま ま継 承 さ れ て い る｡

* * *
そ の 他 の 桝 起 お よ び 土 壌 破 砕 作 業 と して は､ 蓑 15- 5e)の よ う に

在 来 技 術 で は､ 手 作 業 で 行 う ｢包 査 子 ｣ と言 う前 作 の 根 株 除 去 作 業

j

一
･-1ー
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が あ り､ そ の 日 的 は は は ｢格 地 ｣ と rijJじ で､ 前 作 の 根 株 を 除 去 して

本 作 の 摘 椎 を 容 易 に す る こ と で あ っ た｡

ま た､ 改 良 技 術 で は､ 新 式 Ji3共 (lLHはハ ロ ー ) に よ る 破 砕 作 文 が

提 起 さ れ て い る｡

な お こ れ ま で 見 て き た 全 て の 耕 起､ 格 地 作 業 の 後 に は､ 水 分 保 持

の た め に 必 ず 鎖 圧 作 業 を 行 う こ と が 注 意 さ れ て い る｡

* * *
総 じて､ jJl起 作 業 な ど を 見 る と､ そ の La大 の 特 徴 は､ 従 来 は 小 変

収 機 後 の 腕 夏 排 起 の み で､ 全 く行 わ れ て こ な か っ た 秋 季 桝 起 作 業 が

黒 屯 江 省 (先 山 地 区 ) で そ れ を 行 う こ と に あ っ た｡

こ れ は､ 前 項 で 考 察 し た 多 様 な 輪 作 順 序 を 可 能 に す る た め にBTTi質
な 技 術 的 摺 把 の 一 つ で は あ っ た が､ 他 方 で､ 秋 季 の 労 働 力 ･苗 力 利

用 の 緊 張 度 を 高 め､ 同 時 に 土 増 凍 結 に よ る 桝 起 作 業 の 中 断 と言 う リ

ス ク を 犯 す 技 術 で も あ っ た｡

第 4節 改 良 技 術 に お け る 捕 種 作 業

A)捕 碓 技 術 の 変 化 概 要

輪 作 順 序 の 多 様 化 を 可 能 に す る 技 術 改 良 が 行 わ れ た 作 業 過 程 は､

ま ず 上 記 の 桝 起 作 業 で あ り､ 次 に 描 種 作 業 の 改 良 で あ っ た｡ こ の 描

種 方 法 に つ い て は 輪 作 様 式 の 考 察 の 部 分 で す で に 衷 15- 1あ る い は

蓑15- 2 で 触 れ た が､ こ こ で は 新 た に そ れ を 整 理 した 蓑 15- 6a)b)

Llに よ っ て 概 観 し､ そ の 後 で 描 碓 技 術 の 改 良 の ポ イ ン トで あ る 型 立

て の 方 法 と播 種fiu隅 の 変 化 に 立 ち 入 っ て 考 黙 し､ 播 種 技 術 改 良 の 忠

味 を 明 ら か に す る｡

ま す 表 中 の a)は 大 豆 と トウ モ ロ コ シ の 捕 碓 技 術 を 整 理 し た も の で

あ る が､ 在 来 技 術 で は い ず れ も前 作 の 小 変 収 穫 後 に 桝 起 を 行 い､ 描

健 時 に 埋 立 て を 行 う 点 を 特 徴 とす る r和 様 ｣ 法 が 採 用 さ れ て い た｡

そ の 組 作 業 は 表 に示 した よ う な 作 業 か ら な る 馬 8頭 + 労 働 力 3人 の

規 模 で あ っ た｡ こ の 坐 立 て は ｢機 影 ｣ と よ ば れ る 噂 用 の 戯 具 を 用 い

る が､ そ の 手 順 は 次 の 通 りで あ る｡ ま ず ｢棚和 ｣ で 塵 を 中 央 か ら鋤

aI大豆 ･トウモロコシ

衣15-6 播種作業の新旧比較

5･互

在来技術 改良技術 1 改良技術 一一

作物 大豆 .トウモロコシ 人豆 トウモロコシ

播種法 和様 9̂艶威農見地 荷 挽朗 :①包接種

②和様 (診採接種

墾立 て 盤立てを行 う 亀軍兵ぷ農月3二又111 の包l如ttJi;倣 利用
方法 ②才‖価で埋立てを行 う 亀堤J如W LLTiijまj

前作IJF'19 小安 圧と包晩臥此 太豆宅と堤j鮎虹〈題

作業 川棚組作業 ①新式農具の捕棚は 1粂 ①包指碓 :格他⇒稚拙

内容 ①鎚立て作繋 JInさと2条JIldきがある 穴脈 r)う柵種 (3-4粒

または (燭2巨指+1人 +施肥 う釘t圧

手順 +播価)11梨) (多軸種は在来技術に同 じ

(動機子点描 (⊥人】③頂上 ②採接種 :基反転う施肥

(馬 6現+1人 う捕雌穴掘 り (路みつけ

+梨 ) て掘る)⇒播種

④鎖圧 (木製好く圧ローラー) う凍上 ⇒鎖圧



b)釆 ･コウ リャン

在来技術 改良技術 1 収良枝祢jH

作物 柴､ コウ リャン 莱 コウリャン

播碓法 漂雌 ①軟式選.昆エ且頒 軌Sli式眉は.エ且膿
(参謀碓 (参環椎

塗立て 前作作物の堕を利用 壁立て無 し 墜立て如 し

前 作作物 大豆トウモロコシ

作業 ①横地で捕拙榊を切 る 1条JI-dきと2条1枚さが ①R-rT式農具の平橋は

内容または (偶 2-3好i+積北操作 1人+積北 ) ある 前作堕に 1条撒き

手舶 (診前年の鎚を利用 して雄に洩 く捕種榊を掘 る. (診稜種は従来技術

在米技術 改良技術

作物 小麦 小麦

播種法 堂拙 (1条描線 ) &組成農具三豊嬉
対碓 (2条招種 ) ②重機 (含対極 )

作業 (丑捕雌榊切 り (役畜 2-3TjTl ①新式農具での平揃の描倭間隔は

内 容 +雅拙作 1人+生型 ) )5cm､ 12cnlまたは7.5cm.

または (前作の雄を利用する) (参堂碓 (対種 )は在来技術に同 じ.

汽料 :袈 15-5に同 じ｡

叫
割 る｡ ｢機型｣ に は 招 上 板 が 付 け られ て い て､ 桝 起 した 土 を左 右 の

縛 に 反 転 して 落 さ れ る｡ これ を も う 1回 逆 方 向 か ら繰 り返 して 元 の

浦 の あ っ た湖 所 に新 しい BBを 1本 作 り均 平 化 す る の で あ る.

改 良 技 術 で は､ 大 豆､ トウ モ ロ コ シ 共 に 在 来 技 術 の 他 に 各 々 新 し

い捕 種 法 が 捉 起 さ れ た｡ 大 豆 は 新 式 畜 力 儲 具 を利 用 し た低 い 塑 立 て

を行 う ｢平 捕 ｣ が 提 唱 さ れ た｡ トウ モ ロ コ シ に つ い て は ｢接 種 ｣ と

呼 ば れ る 穴 蒔 き に 改 良 さ れ た｡ そ れ に は 桝 起 ･反 転 を 行 わ な い ｢包

接 種 ｣ と 呼 ば れ る も の と､ 桝 起 ･反 転 を 行 っ て か ら播 種 六 を 足 で 踏

み つ け て あ け る ｢探 按 腫 ｣ と呼 ば れ る も の が あ っ た｡ いず れ も､ そ

の 特 徴 は 捕 椎 穴 に厩 肥 を 直 は 投 入 す る 点 で､ 従 来 の 施 肥 法 -一 相 場

全 体 に 散 布 す る 方 法 や､ 捕 種 す る 鍵 に施肥 す る 方 法 一一 に 比 べ て 由

は 的 に作 物 に 弟 分 を 供 給 す る､ 集 約 的 で 厩 肥 の 利 用 率 を 高 め る捕縄

法 で あ る｡

* * *

表 b)に示 し た 紫 と コ ウ リャ ン に つ い て は､ 在 来 の 技 術 は r諸 種 ｣

と い い､ ｢横地 ｣ と呼 ば れ る専 用 の 腿 兵 で 前 作 の 並 に 描 棚 渦 を 切 る

方 法 が 採 用 さ れ て い た｡ r謙 拙 ｣ とは､ 木 池 の 枠 に r‡票拙 心 子 ｣ と

い う 和 1人の 工 作 部 分 を取 り付 け た もの で, 木 浪 枠 を役 畜 に そ りの よ

う に 引 か せ て 捕 機 僻 を切 っ て ゆ く. こ の ｢穏 沌 心 子 ｣ を 2本 に す る

と ( ｢双 心 標 北 心 子 ｣ )､ 2条 招 きが で き る｡

こ の 播 種 法 は 馬 2 ･3頭 と労 働 力 3人 の 組 作 美 で 行 う が､ 先 頭 に

立 つ 馬 が 引 く ｢穣 招 ｣ に は､ 描 種鮒､ 撰 土 段 具 (桂 子 ) も連 結 さ れ

る｡

改 良 技 術 で は､ 柴 は 新 式 農 具 で 平 捕 を 行 い､ コ ウ リャ ン も大 豆 の

跡 地 で 同 様 に ｢平 価 ｣ を 行 う｡

* * *
局 後 の 表 C)は 小 麦 の 捕 碓 技 術 で あ る が､ 在 来 の 技 術 で は ｢堂 梨 ｣

か そ れ を 2台 並 列 さ せ た ｢対 型｣ で 描 種 油 を tJ)っ て 描 種 す る ｢堂 種｣

ま た は ｢対 価 ｣ が 採 用 さ れ て い た｡ 改 良 技 術 で は､ 新 式 農 具 を 利 用

した ｢平 捕 ｣ が 雌 起 さ れ た｡

-i ･
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以 上 が 描 種 は 術 の 改 良 の 全 体 像 で あ る が､ こ こ で 改 良 技 術 の ポ イ

ン トと な る埋 立 て 方 法 の 変 化 と捕 棚 問 肺 に つ い て 立 ち 入 っ て 考 祭 す

る｡

B ) 埋 立 て 方 法 の 変 化

改 良 技 術 の ポ イ ン トの 一 つ 全 て の 企 耀 作 物 に つ い て 低 い 鎚 を 立 て

る ｢平 描 ｣ の 採 用 が 提 起 さ れ て い た 点 で あ る｡

在 来 技 術 で は､ 大 豆､ トウ モ ロ コ シ が ｢川棚 ｣ つ ま り揃 い 埋 立 て

を 行 い､ 後 の 作 物 も そ の 型 を 利 用 す る の で､ 蝿 の JrZ状 か ら言 え ば 全

て の 作 物 が 高 雄 立 て で あ っ た と言 え るC

高 並 立 て と ｢平 捕 ｣ の 違 い に つ い て､ 捕 州 国 立 先 山 JE!那 試 験 場 に

お け る燕 麦 と大 麦 に 関 す る実 験 結 束 が 紹 介 さ れ て い る (表 15- 7参

照 )｡ 変 頬 は 通 解 ｢堂 碓 ｣ で 行 わ れ る が､ 表 の ご と く同 じ ｢生 雌 ｣

で も 型 が 低 い 似 合 は､ 商 い場 合 に 比 べ て 市 ]Jが 節 約 さ れ､ 中 洲 が 省

略 で き生 育 JtJHluが 短 紺 さ れ る と さ れ て い る｡ ま た､ 型 が 低 い場 合 作

物 の 倒 伏 は 若 干 多 くな る が､ 高 塑 立 て の 場 合 は 倒 伏 し た 作 物 が ]rrれ

曲 が る よ う に ひ ど く倒 れ て し ま う の で､ 型 が 低 い 方 が 収 梢 作 業 で の

損 失 は 少 な くな る と い う｡

改 良 技 術 で は 中 桝 作 業 が 省 略 さ れ る こ とは な い が､ ｢平 捕 ｣ を 採

用 す る こ とで 穀 物 と副 産 物 の 安 定 した 収 崩 を 求 め る こ とが 可 能 に な

る こ とは 確 実 で あ る｡

た だ､ 低 い 鎚 は 排 水 不 良 の 低 湿 地 に は 通 さ な い た め､ そ の よ う な

圃 場 で は 従 来 通 り高 く垂 を 立 て る､ つ ま り ｢1u椎 ｣ を 採 用 す る ほ か

な い と い う｡

C )播 種 閲 隅 の 変 化

次 に捕 機 間 隔 で あ る が､ こ れ は 上 述 の 埋 立 て 方 法 に 規 定 さ れ る 型

幅 と も関 辿 す る の で､ こ こ で は こ の 両 者 に つ い て 考 察 す る｡

改 良 技 術 で は 在 来 技 術 よ り も､ 塑 帽 が 狭 め られ､ 単 位 排 地 面 税 当

りで 見 れ ば 密 椎 が 進 め られ た (蓑 15- 8参 照 )｡

裁1517 捕fl!技術における韻立て方法

(先山試験似実験結盟)

珂

生育 1場当り 1伯当り 収噴比 労働力 畜力比

期luJ 穀物収壷 茎斡収塵 比

大麦

高連立て 92El 1.244kg ).856kg 川0.0 100.0 100.0

平捕(2条JI'dき) 88 1,434 I,926 115.3 92.0 64.0

ラtt汚安

高連立て 川3 2.153 2.63J loo.0 川0.0 100.0

資料 :国立先山農や試験場技士 松田箪著 F北浦地方在米農業 卜之ガ改善策 (耕
種舶 )』1938年.
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裁15-8 鍵幅および捕相 川附の新Hl比城

捕種用具 型幅 捕拙棚 捕碓深度

新式農具 在来農具 (cm) (cm) (cm)

改良技術

大豆 1条1放き2条撒 き 5060 5-6

トウモロコシ 包抜擢 40-55 5-6,8,

架 平捕 漂拙 5060 9-10.5 3

コウリャン 元韮一条 5O.60, 4

小麦 平捕 15.12.57.5 4-5

在米技術

大豆トウモロコシ 和種 20

莱 .コウリャン 標種 川

小麦 堂碓対碓 1210

満州北部 70. (80)

消州中部 60

浦州南部 50

汽料 ;表 15-5に同 じ｡

釧 ′

播 種 間 隔 に つ い て 比 較 で き る の は 粟 と 小 麦 で あ る が､ 粟 は 在 来 技

術 と ほ ぼ 同 じで あ り､ 小 麦 は 在 来 技 術 に近 い 12cmと 言 うの も あ る が､

広 め の 15clnと狭 い7･5cmと が あ り､ ｢別棺 ｣ で は 後 者 が よ り良 い技 術

と して 示 さ れ て い る｡

並 幅 に つ い て は､ 従 米 よ り 10-20C-n狭 め る よ う にJ即 日さ れ て い る｡

言 い 換 え れ ば､ 従 来 の 媒 北 南 部 (逆 申 粥 を 中 心 とす る r満 州 ｣ 南 部)

の 型 幅 を 北 部 (耕 屯 江 省 ) に ま で 普 及 す る こ とが JR起 され て い た｡

しか し､ 従 来 鹿 北 北 部 で 型 幅 を狭 くす る こ との メ リ ッ トとデ メ リ

ッ トが 挙 げ られ て い る｡

ま ず､ メ リ ､ソ トと さ れ た の は 3点 あ り､ 弟 1に 空.蔓帽 が 狭 い と夏 季

降 水 時 の 排 水 が 良 好 で､ 地 温 が 維 持 さ れ 発 7=)<が 促 進 さ れ る. 穿き2に､

並 幅 を広 くす る 必 盤 の な い作 物 も あ り､ そ れ は 旦革帽 を 小 さ くす れ ば

単 収 は 甫 ま る｡ 舗 3に､ _qB帽 が 狭 けれ ば 商 jJが m 約 で き る こ と で あ

っ た｡

デ メ リ ､ソ トに つ い て は 2点 挙 げ られ て お り､耶 1に PB帽 が 広 い と

深 排 が 可 能 で､ 地 力 減 退 を防 止 し､ 架!モI肥料 叔 増 も 可 他 に な る｡ 節 2

に北 部 は 土 粒 が 細 か い の で 降 雨 に退 う と血 粘 化 し桝 作 凶 難 に な る｡

特 に､ 型 幅 が 狭 い と作 業 速 度 が 遅 くな る こ と で あ っ た.

つ ま り､ 並 幅 を 狭 くす る と､ 収 良 あ る い は 地 力 維 持 の 面 で は､ 深

耕 が 相 対 的 に 困 難 に な る が､ 作 物 に よ っ て は 狭 くす る と収 鼠 の 上 が

る も の が あ り､ こ の 両 者 の ギ ャ ッ プ を 埋 め る こ とが 必 要 に な る｡ つ

ま り､ 改 良 技 術 の 示 す よ う に 型 幅 を狭 くす る に は, 深 耕 を 可 能 に す

る新 式 畜 力 群 の 中 人 や 肥 料 の 多 投 が 不 可 欠 に な る の で あ る｡

ま た､ 作 業 効 率 の 面 で は､ 改 良 技 術 の よ う に並 幅 を狭 くす れ ば 純

作 業 で 行 う 隙 の 1組 当 りの 役 畜 頭 数 が 相 対 的 に 少 な くな り､ 経 営 耕

地 全 体 と して は 作 業 速 度 が 速 くな る メ リ ッ トが あ る が､ 土 壌 の 虫 粘

な 兇 北 北 部 で は､ 苗 力 作 業 (緋 起､ 捕 棚､ 中 iJF) の 困 難 が 増 大 し､

作 業 が 遅 れ る リス ク が あ る｡ 特 に､ 降 水 血 の 多 い 夏 季 中朋 作 業 糊 を

例 に 取 れ ば､ (後 に 触 れ る 中 緋 回 数 の 増 大 も考 慮 す れ ば ) 限 られ た

作 業 通 州 で 塵 帽 の 狭 い W 場 で 速 や か に 中 桝 を 行 う に は, 労 働 力 と役
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高 の 絶 対 fitを 増 や して､ 役 畜 当 りの 作 業 速 度 の 遅 延 を カ ウ やァ ー す る

必 要 が 生 じる の で あ る｡

D )捕 経 過 州 と描 碓 血 の 変 化

応 後 に 描 種 適 州 と描 権 良 に つ い て 触 れ て お こ う｡ 描 種 技 術 の 中 で

特 に 型 幅､ 描 機 帽 な ど に規 定 さ れ て､ 描 碓虫 も変 化 す る｡ 表 L51 9

で は 新 旧 含 め て 禿 山 地 区 の も の を 示 し た｡

ま す､ 捕 棚適 期 で あ る が､ 改 良 技 術 で 適 州 が 早 ま っ た も の は 小 麦

の み で､ 他 は 変 わ らな い と見 て よ いC 小 変 の 捕 縄 適 州が 早 ま っ た 理

由 は 不 明 で あ る｡ も し小 麦 の 捕 種 作 業 が 3月 束 ～ 4月 10日 ま で と以

前 よ り 1 ケ 月 近 く早 め る こ と が で き れ ば､ 摘 柚 の 遅 い そ の 他 の 作 業

に 労 働 力 ･畜 力 の 面 で 対 応 が 容 易 に な る メ リ ッ トが あ る｡

在 来 技 術 で 小 変 の 描 種 別 が 遅 い の は 気 象 条 件 に よ る｡ つ ま り､ そ

の 汽 料 の 元 と な っ た ｢満 州 ｣ 国 時 代 の 以 屯 江 省 (先 山 地 区 ) の 気 象

条 件 の 観 測 デ ー タ (1934-38年 平 均 ) に よ れ ば､ 311の 平 均 気 LI.t'n-

7.9℃､ 降 水 ia2.6mm､ 土 LJJ渦 度 -7.3DC､ 4月 の 平 均 気 inlEIL4.1℃､ 怖

水 虫 28.2mm､ 上 中 湿 度 -0.2℃ で あ っ た｡ つ ま り､ 3月 束 か ら4月初

の 時 州 は 土 壌 解 凍 が よ う や く始 ま る時 期 で あ っ た｡ 従 っ て､ 改 良 技

術 の よ う に 3月 兼 に 小 麦 の 播 種 を 開 始 す る こ とは､ 春 季 ｢格 地 ｣ 作

業 を 考 慮 しな く と も非 常 に 微 妙 な 気 象 条 件 の 中 で 描 種 す る こ と を 意

味 す る の で あ る｡

描 碓 血 につ い て は､ 粟､ コ ウ リャ ン が 在 来 技 術 よ り少 な い場 合 が

あ る が, そ れ は 型 幅 が 狭 くな る に も関 わ らず 間 隔 を 空 け て 捕 雌 す る

｢寛 描 ｣ が 行 わ れ る た め と思 わ れ る｡ 小 変､ 大 豆､ トウ モ ロ コ シ は､

在 来 技 術 の ほ う が ほ ぼ 同 点 か か な り多 くな っ て い る､ こ れ は 純 粋 に

塑 幅 縮 小 あ る い は 一 部 は 描 種 間 隔 の 綿 小 に よ る も の で あ ろ う｡ た だ､

こ こ で 注 意 す べ き は, 在 来 技 術 の ｢硯 捕 碓 瓜 ｣ と比 較 して 捕 雌 皿 が

減 少 す る よ う に 見 え る の は､ 種 子 の 発 芽 率 が 腔 外 視 さ れ て い る 点 で

あ る｡ 発 芽 率 が 在 来 技 術 よ り高 くで き る こ と を 前 提 に す れ ば､ 発 芽

後 の 実 際 の 圃 場 の 状 態 は､ 播種虫 が 少 な くて も､ よ り密 植 した 状 態

a)改良技術
衣 15-9 新ILl技術における捕棚適州 と捕雌吊

紺

播種通lIJJ 使用農具新式農具(kg/ha) IL横磯虚在米農具 J1円後株数(万株/ha) 発芽率(%)

小麦 3/1ノミ～4月10日 140-175 450-550 95以上

柴 5n上旬 6-7.5 6-7. 5 60-80 90

コウリャン 5/1 5日～10口 ]2,5-17.5 7.5-15 6-8 90

トウモロコシ 5月 5ll～10日 30 川 3-3.5 85

現捕種JUJ 適期 呪招雌虚 適塵 対現播種崖

小麦 4月下旬 4月10El～25日 日5kg′ha 100kg/ha 74%

栄 5月上中旬 5月 5日～12日 15 12 80

コ刑ヤン 5月上中旬 5月 7日～13日 20 15 73

トウモロコシ 5月中旬 5月10日～15日 30 23 83

染料 :栽1515に同 じ｡

註 :改良技術における ｢発芽率 ｣とは r規程 ｣に定め られた碓子遥別後の､

発芽試験の合格ライン｡
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に な る の で あ る｡

* * *
総 じて､ 改 良 技 術 に お け る 描 雌 は 術 の 特 徴 は､ 埋 立 て の 際 に 雅 を

従 来 よ り低 くす る ｢平 描 ｣ を 帝 人 して 作 男 を 容 易 に し ま た 収 Etを 安

定 さ せ る こ と､ 並 幅 や 捕 機 lu隅 を 一 般 的 に は う欠 く して 中 位 jJl地 面 411

当 り の 収 Jitを 高 め る こ と､ 小 変 の 捕 機 作 業 を ifiめ て 他 の 作 物 の 捕 招

作 業 に 余 裕 を も た せ､ そ う し て 様 々 な 増 産 IZJt虻 を 行 う 時 日:｣を fM出 す

る こ と に あ っ た｡

こ れ ら は 各 々 メ リ ッ トを 持 ち な が ら､ 他 方 で AI北 北 部 魁 屯 江 省

の 土 頒 ･地 形 条 件 お よ び 気 象 条 件 を 考 慮 す る と い くつ か の 難 点 を 持

っ て い る｡ つ ま り､ ｢平 捕 ｣ は 閉 切 の 排 水 状 況 が 良 好 で あ る こ と を

前 提 と して お り､ 降 雨 の 娘 中 す る 夏 季 に 水 I凸 の 発 生 す る 可 (JtEtJJ･が あ

る こ と､ 型 帽 を 狭 くす る こ と は 桝 起 ･捕 碓 作 業 お よ び 肥 増 管 #.作 業

の ･J!% 腔 を 討 め る 輩 囚 と な り腿 緊JUJの 通 則 作 業 に 彫 背 す る 可 能 性 の あ

る こ と､ ま た 小 変 の 捕雌時 剛 を 早 め る こ と は JtM P,r作 業 が 爺 李 の 土 JRみ丸

前 に 行 わ れ る 可 他 性 が あ る こ と､ な ど で あ っ た｡

第 5節 桝 起 .捕 種 作 業 に お け る 新 式 畜 力 牽 引 農 具 d)作 業 進 度

こ れ ま で 考 察 し た と こ ろ で は､ 改 良 技 術 は 輪 作 順 序 の 多 様 化 を 図

る た め に 排 起 や 前 作 跡 地 の 土 壌 破 砕 ( ｢格地 ｣ ) 作 業 の 励 行､ 新 式

畜 力 牽 引 戯 具 の 導 入､ 並 幅 緒 小 な ど労 働 力 と 畜 力 を 多 投 す る技 術 改

良 を 提 起 して い る｡ さ ら に､ 小 麦 の 描 機 州 を 早 め る こ と も 含 め て､

秋 季 収 稚 Nlや 春 季 描掘 糊､ 夏 季 中 桝 財 の 労 働 力 や 高 力 利 用 の 緊 張 皮

な ど の リ ス ク を 高 め る こ と を 意 味 し た｡

そ こ で､ こ こ で は 新 式 農 具 の 中 人 に よ る 作 業 の 効 率 化 の 程 度 を 考

察 す る｡ も ち ろ ん､ 新 式 農 具 が 全 て の 高 級 礼 で 導 入 す る こ と は 要 求

さ れ て い な い が､ 1956年 の r規 程 ｣ の 応 も "先 進 的 な ''技 術 が 適 期

作 業 を 保 証 す る よ う な､ 作 業 効 率 化 の イ ン パ ク トを 持 っ て い れ ば､

以 上 で 考 解 し た 改 良 技 術 の 採 用 の リ ス ク は 大 帽 に 軽 減 さ れ る と 結 論

で き る の で あ る｡

㌢住

ま ず､ 桝 超 と そ の 後 の 表 土 破 砕､ 垣 後 の 鎖 圧 作 業 ま で の 一 連 の 作

業 に つ い て 見 る と､ 二 相 二 JJプ ラ ウ ( ｢メ父稲 刈 繕 11竺｣ ) と 二 輪 - 刀

プ ラ ヴ ( ｢双 輪 一 拍 を1-｣ ) に よ る 作 業 幡 率 が 著 し く低 い 点 で あ る (

盈⊥5- 10a)参 ,照 )｡ こ の 全 休 が 鋳 鉄 製 で 出 来 て い る 畜 力 牽 引 農 具 は､

虫 血 が 東 く作 業 能 率 上 の デ メ リ ッ トを 持 つ も の の､ 排 深 が 深 い と 言

う メ リ ッ トも 持 っ て い る た め､ 一 概 に 是 非 を 結 論 で き な い が, 適 期

作 業 を 保 証 す る 点 か らみ れ ば 在 来 技 術 に か な り劣 る こ と に な る｡

｢富 力 単 列 H 恨細 ｣ (門 出 ハ ロ ー の 一 機 ) の み に限 っ て み れ ば､

こ れ が ｢格 子 ｣ に 相 当 す る作 業 を 担 当 す る の で あ れ ば､ 作 業 進 度 は

在 来 出 兵 ( ｢格 子 ｣ ) の 2倍 に な る｡ しか し､ ｢格 子 ｣ や 在 来 の 抑

圧 ロ - ラ ー (石 地 ) と新 式 の ハ ロ ー や 鎖 圧 栄詩に 比 較 して､ 前 者 が 苗

力 と して ラ バ､ ロ バ あ る い は LFで も済 む の に 対 し て､ 作 業 能 率 や 他

力 は 高 い と し て も後 者 は 馬 を 廿iT行え る こ と が 求 め られ る｡

こ の 点 は 同 表 b)に 示 し た 捕 碓 作 業 に つ い て も 言 え るo r双 輪 双 妄撃

群 ｣ や ｢双 輪 - 沖 村 ｣ の 作 業 能 率 に つ い て も は や 触 れ な い と して も､

新 式 脱 臭 を セ ッ トで 仙 う と 型､ 捕 椎 糾､ 跳 圧 話語を 含 め て 労 働 力 で 4

-5人､ 商 力 で は 11-13百月の 馬 を 必 -AJTと し､ 在 来 JLl具 で は､ 描 楼 法

に よ っ て 多 少 異 な る が 労 働 力 が 合 わ せ て 3 - 4人､ 畜 力 で は 垣 大 で

も 5- 6頭 と 半 分 近 くで 足 り る の で あ る｡

しか も､ 戯 典 畑 作 に 求 め られ る 技 術 水 準 も､ 在 来 戯 具 で は 型 操 作

手 や 潟 追 い の よ う な 崇恭練 して 技 能 の 高 い 労 働 力 の 他 に も､ ｢格 子 ｣

な ど の よ う に 少 年 も 利 用 で き る も の が あ る｡ こ れ は､ 在 来 農 具 が 年

齢 的 に 見 て 多 様 な 戯 家 労 働 力 を 軌 員 す る の に 適 合 して い る の に 対 し

て､ 新 式 腿 兵 の 糊 合 に は 人 数 は 同 じで も jEi只 操 作 を 心 得 た 熟 練 労 働

力 が 必 要 と な る と い う追 い を 示 して い る.

こ の よ う に､ 新 式 脱 臭 は 作 業 効 果 が 商 い と して も､ 組 作 業 を 行 う

場 合 に 各 段 具 の 作 業 能 率 に 大 き な 格 差 が あ り､ 応 も 能 率 の 高 い 腿 具

に合 わ せ て そ の 他 の JiA具 の 台 数 を 増 や す とす れ ば､ い ま 述 べ た 以 上

に 多 くの 馬 が 必 輩 に な る の で あ る｡

総 じて､ 新 式 畜 力 腿 具 を 利 用 して過州 作 業 を 保 証 す る た め に は､
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表 15-JO朗起 ･捕拙作某 にお ける新 式JFi!共の作発進JiE

a)耕起作業 (耕匙 と桝越後の表土鎖圧を含む )

b)捕拙作光

農具名労働力数役畜娘数1El当り作業両横

新式農具

双輪双繕型1人馬2-4頭0.卜0.12ha
または双輪一基車梨(2人)(馬4-6蛸)(0.6-0.a
ha)
畜力ili列円盤杷1人馬4頒5.Oha

讃力鎖圧湘1人馬2-3頭2.0-3.O
ha

組作避合計4-5人馬8-13
好iO.I-O.12ha

在来農具

晩夏耕起

作業

2人馬4-6頭).O
ha

格子少年1人役畜1税2.5ha

農具名 労働力数 役畜ij'fi数 1日 当 r)作業両税

新式農具

双幅双 繕却 1人 偶 2-4野i 0.a-0,r2ha

または双幅一指梨 (2人 ) 燭 4-6現 0.6-0.aha

畜力 10条条柿機 2人 燭 3-4野i 5.Oha

畜 力鎖圧機 1人 馬 2-3預 2.0-3.Oha

組作業 合計 4-5人 満目-l3班 0.1-0.l2ha

在米農貝

｢川棚 ｣ 4人 ,tF,5-6蛸 0.75ha

｢探拙 ｣ 3人 塙 2-3群 l.5ha

資料 : 1.新 式農具 に関する資料 は､ r果竜江省地方工業産品介紹 ｣, 黒奄江 El

報1956年 2月13日による｡

2.在来農具 に関する資料 は表 15-1に同 じ｡

証 : 1. 新 式農具 について､ その農具の性fJLEより判断 して､ 新 式J'1%具のみによ

って組作業を行 った場合の紬作業 11P･位の合計を計許 した｡

2.在来農具 については､ 組作業全体の数字 または農具短の数字を示 した｡

･･･Ir;I.･p･-一'･--II･I･･引
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作 業 効 率 の Laも 高 い 腿 具 に 合 わ せ て 他 の 脱 臭 の 台 数 を 整 え､ し か も､

強 壮 な 用 や El只 操 作 に実名紬 し た 労 働 力 を 作 業 に担 当 さ せ る 必 要 が 坐

じる の で あ る｡

こ の こ とは､ 前 帝 で み た 高 級 社 に お け る役 畜 の 飼 育 問 題 の 解 決 を

必 須 条 件 とす る の で あ り､ さ も な くば 新 式 瓜 具 の 採 用 は､ い た ず ら

に作 業 強 度 を 高 め ま た作 業 進 度 を 遅 らせ て､ 通 州 作 業 (桝 超､ 春 季

播 種 ) を 囲 難 に す る こ と は tlJ]か で あ る｡

第 6節 肥 料 と施 肥 技 術

排 起 作 男 の 励 行 と捕 腫 技 術 の 改 良 に 続 い て 輪 作 順 17旨の 多 様 化 を 可

能 に す る 3つ Elの ETi-rATな 質 素 は 施 肥 で あ る. 綿 iFの よ う に 桝 起 を 行

い､ 堕 を 立 て 由 して 捕 椎 す る 以 上 は､ 地 力 の 維 持 とlFl進 の た め に ち

施 肥 が 必 饗 に な る｡ 本 節 で は 範 2Wlの 輪 作 様 式 の 改 良 で 指 摘 し た 改

良 IB法 の 特 徴 の 一 つ で あ る 多 肥 栽 培 に つ い て 考 察 す る｡

A)在 来 の 肥 料 娘 追 .施 J肥技 術

本 項 で は､ ま ず 黒 埼 江 省 の 在 来 技 術 を 考 群 す る が､ 一 般 的 に は 施

肥 習 慣 が な か っ た と い う｡ そ れ は 元 来 肥 沃 な 土 壌 で､ 輪 作 と塑 変 え

に よ る地 力 減 退 を辛 う じて 防 止 で き て い る た め で あ っ た｡ 土 地 改 革

前 の 資 料 か ら舛 北 地 方 内 部 の 地 域 差 を 含 め て 見 る な ら､ 以 下 の 通 り

で あ っ た｡

第 1に､ 肥 料 の 種 類 か らみ れ ば､ 南 部 は ｢上 兼 ｣ が 多 く､ 北 部 は

家 畜 糞 を 十 分 に 発 酵 させ た ｢売 兼 ｣ が 多 い｡ しか し､ 大 uq 分 は 菜 園

に施 肥 し､ 普 通 畑 作 物 へ の 施 肥 は 少 な い の が 実 際 で あ っ た と い う｡

第 2 に､ 肥 料 源 を み れ ば､ 人 糞 尿 は 少 な く､ 多 く家 畜 糞 を 圃 場､

道 路､ 畜 舎 か ら娘 め て 堆 梢 して 肥 料 を 作 る｡

第 3に､ 施 肥 回 数 は, 3- 4年 に 1回 とか 3- 5年 に 1回 が 通 梢

で あ っ た｡ た だ､ 南 部 で は 晦 年､ 中 部 (現 在 の 吉 林 省 付 近 ) で は 2

年 1回 が 通 柿 で あ っ た｡

第 4 に､ 施 肥 作 業 は､ 3月 下 旬 か ら 4 71上 旬 に ｢仙 畦 ｣ を 採 用 す

:l･'1.i

る 抑 揚 に 畜 力 あ る い は 人 力 で 搬 入､ 山 fllみ し､ 捕種 痘 前 に 圃 場 一 面

にば らま く｡ 拡 散 し た ら両 ち に描 h;J･で 排 起 反 仮 し肥 料 を 叫 内 に埋 没

させ る､ と 言 う 手 鵬 で 行 わ れ る｡ ち な み に､ 施 肥 JJ-は に は 3柁 頼 あ

り､ 些 全 体 に 撒 く ｢相 乗 ｣､ 捕碓 す る 場 所 の み に 摺 く ｢口 兼 ｣ ま た

は ｢把 兼 ｣､ 剛 域 全 面 に 撒 く ｢掬 兼 ｣ ま た は ｢臓 弗 ｣ が あ る｡

つ ま り､ 施 肥 作 物 は 和 機 を 行 う大 豆､ トウ モ ロ コ シ に限 られ､ 讃

種 ･重 機 の 場 合 に は 施肥 不 可 能 で あ る と され た

肥 料 の 製 造 法 は 次 の 二 つ で あ る｡

ます ｢王埼来 ｣ の 股 法 は -

ア ) 高 来 を 庭 先 に jj一形 に 推 梢 させ る｡

イ ) 10月 下 旬 に 一 方 か ら切 り返 し反 転 させ る｡

ウ ) 翌 年 の 2月 下 旬 に､ 兼 の 山 の 中 火 か 数 カ 所 に穴 を 空 け､ そ

こ に 作 物 の 茎 幹 を 挿 入 して､ 下 か ら点 火 し､ 上 部 に は 土 を か け て

発 酵 を 促 進 す る｡

エ ) 10数 日 後 再 び 切 り返 し､ ま た 茎 酢 を 挿 入 して 点 火 し発 酵 を

促 す｡

オ ) こ れ を 4月 上 旬 ま で 発 酵､ 熟 成 させ､ Rl場 に 搬 入 す る｡

と い う も の で あ っ た｡ 次 に ｢土 兼 ｣ の 製 法 あ る が､ そ れ は - -
で

ア ) 畜 舎 か ら兼 を 搬 出 して､ 盛 iJn比 で 30-40%の 紳 士 と交 互 に

屑 を な して 椛 み 上 げ る｡

イ ) 冬 季 の 土 鳩 凍 結 前 に 1回 切 り返 す｡

ウ ) 翌 年 は 点 火 もせ ず に そ の ま ま 相 場 に 搬 入 して 施 肥 す る｡

と い う も の で､ た だ し ｢上 兼 ｣ で も細 土 混 入 率 の 低 い場 合 は 点 火

を さ せ て 発 酵 を 促 進 させ る と い う｡

B)改 良 技 術 に お け る 肥 料 製 造 と古住川巴技 術
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以 上 の 在 来 の 施 肥 技 術 に対 して､ 1956年 の ｢ぷ主菜 技 術 操 作 惜 行 規

程 ｣ は 以 下 の よ う な 特 徴 を も つ｡

ま ず 第 1に､ 肥 料 源 に つ い て で あ る が､ 役 畜 の 他 に 家 畜､ 家 内 さ

らに 人 兼 尿､ 燃 料 灰 に ま で 拡 大 す る こ と が JR起 さ れ た｡ 肥 料 源 を [1

効 に 利 用 す る た め に も家 畜 の 飼 育 条 件 も 盤 伽[')す る こ と が 必 ATと さ れ

た｡ つ ま り家 畜 に は 従 来 の よ う に 放 し飼 い に 近 い や り方 を 収 め､ 畜

舎､ 鵜 合 を建 設 し､ 畜 舎 に は 敷 き 藁 を 敷 き､ 人 弟 尿 の 娘 糊 の た め に

便 所 もiB設 す る こ と に な る.

第 2に 施 肥 回 数 は､ 1輪 作 周 州 が 3年 の 場 合 は 1-2回､ 4-5

年 の 場 合 に は 3回 に増 や す こ と｡ そ して､ 1 と して 架､ テ ンサ イ､

小 変､ コ ウ リャ ン跡 地 に 行 う こ と が u 起 さ れ た｡

邦 3に､ 肥 料 の 碓 類 と施 肥 す る 作 物 は､ 大 豆 に は ｢灰 上 兼 ｣ (上

乗 に 家 庭 の 燃 料 灰 を ))uえ た も の )､ 小 変､ コ ウ リ ャ ン､ 柴 は ｢上 試

乗 ｣ (上 を若 干 渦 入 した 茄 乗 ) を 投 入 す る こ と｡ た だ､ トウ モ ロ コ

シ も 穴 J放き (抜 棚 ) の 際 に柏 手 と共 に 元 肥 を ]受入 す る が 棚 期 は IIJjち

か に さ れ て い な い｡

次 に施 肥 方 法 に つ い て 考 察 す る｡ A)項 で み た よ う に 在 来 技 術 で

は､ 大 豆､ トウ モ ロ コ シ を捕 種 す る 前 に 投 入 す る の み で あ っ た の に

対 し､ 桝 起 作 業 や 描 種 方 法 に も改 良 が 加 え られ た た め､ 施 肥 の 時 期

と方 法 も 増 え た｡

ま ず､ 新 式 戯 具 を 利 用 して 捕 種 す る 隙 の 施 肥 方 法 と して は､

ア )JJt起 前 の 施 肥｡ 排 起 訴 に 圃 場 全 部 に ば らま き､ 桝 起 時 に 反 転

埋 没 させ る.

イ )捕種前 の 施肥｡ 小 麦 を 捕 種 す る と き は､ も し桝 起 前 に施 肥 を

行 え な か っ た ら､ 描 碓前 に 施 肥 す る｡

ウ )捕 機 時 に 同 時 に施 肥 す る｡ 種 子 と渦 合 して 種 と共 に 描 機 器 に

入 れ て 散 和 す る 方 法 と､描 雌 時 に 捕 掘 雑 とは 別 に 肥 料 散 布 用 の 箱 を

付 け て 散 布 す る 方 法 が あ る.

の 3つ が 挙 げ られ て い る｡
FLl-1I

ま た､ 在 来 儲 只 で 施 肥 す る 場 合 に は､ 節 1 に ｢tLI碓 ｣法 を採 用 す

る大 豆 や トウ モ ロ コ シ な どは､ 前 作 の 表 土 破 砕 作 文 ( ｢晒 地 ｣ ) 前

後 に 珊 瑚 に厩 肥 を ば らま い て 施 肥 す る こ と､ 952 に ｢摂 柁 ｣法 を 採

用 す る粟､ コ ウ リャ ン な どは 捕 械 前 に 型 に 散 布 す る こ と, 第 3 に ト

ウモ ロ コ シ を 穴 撒 き ( ｢接 種 ｣ ) す る 場 合 は､ 捕 棚 穴 に施 肥 す る こ

と､ が 提 起 さ れ た｡ さ ら に､ 肥 料 で は な い が 大 豆 には 根 粒 菌 を 混 入

して 捕 雌 す る こ とが 提 唱 され た｡

こ の よ う に 改 良 技 術 の 施 肥 技 術 は､ す で に 考 察 した耕 起 作 業 や 埋

立 て お よ び 捕 雌 法 の 改 良 と関 迎 して､ 桝 起 作 男 IT;J-か ら捕 碓 作 業 時 の

いず れ か の 時 州 を 潤 ん で す べ て の 作 物 に 元 肥 を投 入 す る こ と､ しか

も作 物 の 根 元 に uiは 施 肥 して 効 力 を 市●占め る こ と､ 総 じて 輪 作 用 矧 の

い か な る 帖 点 で も梅 坪 施 肥 が で き る よ う に した こ と､ の 3点 を 特 徴

と して い る｡

第 7節 夏 季 の 除 草 中 排 作 業 及 び そ の 他 の 技 術

本 章 で は こ れ ま で 捕 種 前 後 の 技 術 に つ い て 考 察 して き た が､ 本 節

で は ま ず 夏 季 の FLI糾 除 草 作 業 につ い て 考 察 す る｡ 続 い て こ れ ま で 触

れ な か っ た 種 子 の 選 別 ･調 達 技 術 につ い て 触 れ る こ と とす る｡

A)夏 季 除 草 ･申 桝 技 術

夏 季 の 除 草 ･巾 桝 作 業 な ど に つ い て は､ 小 論 で は 互 肋 組 普 及 期 お

よ び 初 級 祉 設 立 州 の 考 察 で 触 れ た よ う に､ そ れ ぞ れ 従 来 よ り も そ の

回 数 を増 加 さ せ る こ とが 提 起 され て き た. こ の 点 は 1956年 に示 さ れ

た ｢規 穏 ｣ で も 一 致 して い る.

本 項 で は 衷 15-11に よ っ て そ の 特 徴 と閲 煙 点 を 考 察 しよ う｡

各 作 業 の 実 施 回 数 を 見 る と､ 小 麦 は 在 来 技 術 と同 じ く除 草 ･中 桝

と も 1回 で あ る が､ そ の 他 の 秋 に収 機 す る作 物 で は､ トウ モ ロ コ シ

は 中 糾 除 草 2回 ず つ､ 架､ コ ウ リャ ン は 3回 ず つ と さ れ､ いず れ も

在 来 技 術 の 瓜 商 回 数 を行 う こ とが 提 起 さ れ て い る｡ 大 豆 と粟 は さ ら

lL



表 15-11 左王季巾桝 .除噂作非の&lilu比較

改良技術 在来技術

除草 中朝 背抜きriIほfき袖植除等 小柳 lUー引き

小麦 1回 1回 1匝ー 1Lg

莱 3 3 1回 有 り 1-3 2

大豆 2 2 1 肩 r) 1-3 2

トウモロコシ 2 2 有 り 13-r) 1-3 2 有 り

資料 :袈15-5に同 じ｡

打_jI

に収 稚 前 に草 抜 き (原 語 は ｢抜 大 串 ｣ ) を 実 施 す る と され る｡

秋 季 に 収 棲 す る 作 物 の 除 草 回 数 は 在 来 技 術 で は いず れ も 1- 3回

と示 さ れ て い る｡ だ が そ れ は､ 1回 目 の 除 草 が 終 了 す る 6月 下 旬 以

降 は 年 間 で も 降 水 Etの 多 い 時 期 で あ り､ 降 雨 が過 日続 く と､ ます 人

手 で 行 う 除 草 作 業 が 実 施 不 可 能 に な る か らで あ る｡ つ ま り､ 降 雨 抑

問 が あ ま り長 く な る と 2回 目 の 除 草 さ え 完 成 で き な くな る し､ そ の

う え 降 雨 の 合 fiHを抜 っ て 突 rⅠ作 業 で 除 草 を行 う た め､ 屈 用 労 賃 の 高

腰 を 招 き､ 経 営 上 大 きな 負 担 とな る こ と も そ れ を 阻 暫 す る こ と に な

る｡ だ が､ 逆 に 好 天 続 き で あ れ ば 3回 ま で 行 う こ と も 可 能 に な る の

で あ り､ こ の よ う に 除 草 回 数 は 気 象 条 件 に よ っ て 左 右 され る の で あ

る｡ そ して､ 中 桝 作 業 は 除 草 作 業 と交 互 に行 わ れ る か ら､ rP桝 作 業

の 回 数 も 変 化 す る こ と に な る｡

従 っ て､ 高 級 社 で は屈川 労 賃 の 高 腰 FuJ腿 は 発 生 しな い と して も､

実 際 の 気 候 条 作 が ]度外 視 で き な い 限 り同 表 に 掲 げ られ た しい桝 ･除 草

回 数 は 努 力 El雌 で しか な い し､ そ れ で も槻 定 回 数 を こ な そ う とす れ

ば 労 働 力 利 用 の 面 で 極 度 の 緊 張 を 来 す こ とは tlJl白 で あ る.

さ て､ 小 論 で もす で に 触 れ て き た が､ 発 芽 した 苗 を 収 機糊 ま で す

べ て 順 調 に生 育 さ せ る こ とが､ 互 助 組 以 来 の 夏 季 作 業 の ポ イ ン トで

あ っ た が､ こ の ｢規 程 ｣ に も 在 来 1兵術 で は な か っ た 袖 楢 が 盛 り込 ま

れ て い る. そ の 際､ 粟､ 大 豆 は 約 ･鋤 で 播 種 浦 を 切 っ て 捕 推 し､ コ

ウ リ ャ ン､ トウ モ ロ コ シ は ｢包 按 機 ｣ (塑 立 て を 行 わ な い 六 招 き )

を行 う と さ れ た｡

B)種 子 の 調 達 と選 別 作 業

こ こ で は､ 作 物 の 品 種 の 問 題 は 論 じ られ て い な いが､ 上 記 の 様 々

な 改 良 技 術 の 成 否 を 大 き く左 右 す る碓 子 につ い て 考 察 す る｡ 特 に 桔

梗 法 の 改 良 一一 特 に 型 幅 や 播 種 間 隔 の 改 良 一一 に よ っ て､ 捕種 丑 は

実 質 的 に 相 加 す る と思 わ れ る か ら､ 良 質 な 種 子 を 確 保 す る こ と は 盟

要 に な る｡

種 子 の 選 別 法 は垂_15-12の 通 りで あ る が､ 在 来 技 術 で は 機 子 選 別



裁15-12 種子遥別方法の新Iu比較

在来技術 改良技術

作物名 遇別法 (遥別用具 ) 遥別法 (遥別JT1具 )

莱 (rl箕 ) 塩水 .ftJK選別

コウリャン (l占罪) 風道

大豆 (師子 ) 粒退択

トウモロコシ 低良な厨を巡IJt 同/LL

染料 :薮15-5に同 じ｡

52r-′

を行 う と 言 っ て も､ 実 際 に捕 Lgiす る種 子 は､ 多 くの 場 合､ 雑 物 や 輿

品 佃 の 混 入 が 著 しか っ た｡ つ ま り､ 小 粒 作 物 (粟､ コ ウ リャ ン ) は

｢Jit箕 ｣ を､ 大 粒 作 物 (大 豆､ 小 麦 ) は ｢師 子 ｣ を 川 い て ふ る い 分

け る が､ 選 別 と 言 っ て も雑 物 の 一 部 を 除 去 す る柁 度 に しか 過 ぎ な か

っ た｡

こ れ に 対 して 改 良 は 術 で は､ 身 の 入 っ た梯 子 を 選 別 す る こ と が で

き る と い う｡ そ して､ 選 別 の 終 わ っ た 柚 子 は 5- 6E=糾屋 外 乾 燥 し､

発 芽 試 駿 を 行 い､ そ れ に よ っ て 得 られ た 発 芽 率 と作 付 面 相 に応 じて

捕 種 血 を 決 定 す る｡

次 に､ 選 別 作 業 に It]い られ る柁 子 の 調 達 法 で あ る が､ 改 良 技 術 で

は､ 節 上 に 応 細 社 で 機 子 生 産 用 地 を設 立 して そ こ で 生 産 さ れ た 純 子

を 使 う 方 法 と､ 第 2に種 子 生 産 JH地 の な いW 紋 社 で は 抑 揚 選 抜 を 経

た碓 子 が 挙 げ られ て い る｡

前 者 に つ い て は､ 翌 年 の 各 作 物 の 作 付 1両机 に応 じて､ 小 麦 は 対 作 '

付 面 硝 比 10% の 純 子 生 産 用地 を､ 大 豆 は 5%､ トウ モ ロ コ シ､ コ ウ

リャ ン は 2%､ 楽 は 1% を 確 保 す る こ とが 示 され るD 雌 子 生 産 用 地

の管 理 作 業 は 一 般 の 抑 協 と異 な り手 作 業 で 特 に細 密 な 管 理 が 必 賓 と

され る (衷 15-13参 照 )｡

ま た､ 種 子 生 産 用 地 の な い 高 級 社 で は､ トウ モ ロ コ シ に つ い て は

雄 しべ を 除 去 して 人 工 受 粉 を 行 い､ そ の 矧 場 か ら地 政 な房 を選 択 す

る､ コ ウ リャ ン､ 紫 は 病 気 の 個 体 か ら離 れ た 開 場 で､ 十 分 成 黙 し絶

形 の 登 っ た も の を選 択 す る､ な ど の 方 法 で 手盛子 選 択 を 行 い､ ま た 一

般 の 収 機 物 と 区 別 して 収 機 ･乾 燥 ･貯 蔵 す る こ とが 強 調 さ れ て い る｡

こ れ らは 一 見 当 り前 の こ との よ う に 思 え る が､ 在 来 技 術 の 水 準 の

背 腰 とな る fjI情 と比 較 す れ ば､ 大 き な 変 化 を 意 味 して い た｡

局 後 に 種 子 の 貯 蔵 法 に つ い て 見 るが､ 従 来 の 方 法 種 子 用 と して 収

楼 す る の で な く､ 金川 の 貯 蔵 穀 物 qjか ら よ い 粒 を よ り分 け て 種 子 と

して い た｡ こ の よ う に碓 子 用 の 生 産 用 地 は お ろ か 機 子 用 の 穀 物 を 分

離 保 管 で き な い の は､ 経 済 的 原 因 に よ る も の で あ っ た｡ つ ま り､ Jn

家 に よ っ て は 時 と して 碓 子 分 ま で も食 い 尽 く して しま い､ 春 に な っ

∫l



衣15-13 相子生産川地の肥培竹II里紘

作物名 作業内容

閲花前 l3月花 -結実JyJ 結実 -収槽JLJJ

小麦 小鋤蛸で除草 1-2回 草取 り

大豆 劣った稚苗の摘出 劣った花除去 ぎ阜品棚の除去

コウ リャン 劣った秘の除去

トウモロコシ 雄 しべ除去 .人工受粉 劣った穂の除去

資料 :栽15-2に同 じ｡

812') L

て 種 子 を 他 人 か ら侶 り入 れ る 場 合 も普 遍 的 に 発 生 して い た の で あ る｡

従 っ て､ 新 Idua及 技 術 で 碓 子 生 産 用 地 を 確 保 す る とか､ 収 機 物 の 中

か ら種 子 川 の 軸 物 を 分 離 保 管 す る こ と は､ 柘 扱 祉 社 員 に と っ て は､

従 来 の よ う に 自 家 洞門用 穀 物 の 余 剰 と して 性 子 を 桧 山 す る の で は な

く､ 当 年 度 の 所 得 に結 実 で き る排 他 あ る い は 収 摺 物 を､ 予 め 種 子 用

と して 控 除 して しま う と言 う 質 的 な 変 化 を迫 られ る こ と に な る の で

あ る｡

種 子 の 留 保 は､ 翌 年 の 生 産 の 聞腿 と して は 純 粋 には 術 改 良 で あ っ

た が､ 当 年 度 の 収 機 物 の 分 配 fHJ題 と して は 収 摺 物 の 処 分 を 質 的 に 変

化 さ せ る 経 済 問 題 で あ っ た の で あ る｡ こ れ ま で の 考 察 を顧 み る な ら

ば､ 締 切 作 男 に お け る新 式 腿 具 の 中 人 や 施 肥 作 男 の 前 提 と な る 畜 舎

･実包舎 お よ び 便 所 の 班 設 な ど は､ iliに現 有 の 生 産安 楽 の 利 用 方 法 と

言 う 技 術 問 題 ば か りで な く､ 技 術 改 良 自体 が 11f年 の 再 生 産 (生 産 と

草 根 ･消 里¥の 循 環 ) の 変 更 を 迫 る もの で も あ っ た の で あ る｡

* * *

総 じて､ 商 組 礼 に お け る技 術 改 良 は 肥 増 竹 雌 な ど作 業 内 容 の 増 加

や 排 作 技 術 の 変 化 を 作 う 労 働 集 約 的 な 技 術 改 良 で あ り､ ま た新 式 戯

具 の 導 入､ 肥 料 投 入 の 増 加､ 種 子 調 達 方 法 の 碓 立 な ど物 質 的 投 入 面

で も よ り綿 密 で 娘 約 化 を 促 進 す る 方 向 性 を持 つ も の で あ っ た｡ そ れ

は､ 東 北 北 部 の 限 られ た 自然 条 件 の 下 で 敢 え て 在 来 の ｢三 年 輪 栽 ｣

農 法 の 延 長 線 上 に畜 産 と桝 種 農 業 の 間 の 物 質 的 循 環 の 組 符 を強 め､

植 物 の 生 育 に よ り有 利 な 土 と水 の 条 件 を 創 出 しよ う とす る､ "農 法

の 改 良 " で あ っ た｡
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第 8節 改 良 技 術 の 普 及 状 況 の 概 観

本 章 で は こ れ ま で の 第 ⊥節 か ら第 7節 ま で で､ 1956年 に 公 表 さ れ

た r熊 奄 江 省 戯 業 生 産 合 作 祉 技 術 掘 作 博 行 規 程 ｣ にも⊆づ い て､ 改 良

技 術 と土 地 改 革 前 の 在 来 技 術 との 比 較 を 通 じて そ の 特 徴 と r糊腿 点 を

考 察 して き た｡

本 第 8 節 以 降 で は､ 改 良 技 術 の 実 際 の 普 及 過 程 と い くつ か の 作 物

お よ び 各 季 節 晦 の 技 術 普 及 の 実 態 と間 脳 点 を 峻 討 す るC そ う して､

食 税 技 術 の 改 良 技 術 普 及 の 政 錆 的 意 味 と 高 級 礼 に お け る食 相 川 産 の

問 題 を､ 技 術 と経 済 の 描 点 か ら明 らか に す る の で あ る｡

A)食 粗 相 産 改 良 技 術 の 普 及 の 政 蹄的 背 以

改 良 技 術 の 普 及 は､ 黒 竜 江 省 iti独 で 決 定 さ れ た も の で は な か っ た｡

そ れ は 1956年 に 中 国 共 産 党 EI)央 委 員 会 が 出 し た ｢1956年 か ら1967年

ま で の 全 国 JLB業 発 展 網 輩 (草 案 ) ｣ の 中 にiu起 さ れ た､ 高 級 祉 設 立

後 の 全 国 の LEi村 経 済 お よ び JIl米 生 産 の 極 め て 大 日ilな 発 展 引画 に､ 粥

レベ ル で 対 応 し た も の で あ っ た (辛 )｡

1956年 1月 に f娼催 さ れ た 巣 苛 江 省 委 El会 の 節 2回 以 村 工 作 会 言及で

は､ 省 レベ ル の ｢黒 布 江 省 が 中 共 中 央 の 1956年 か ら1967年 ま で の 全

国 農 業 発 展 網 賓 (草 案 ) を fyf徹 す る 計 画 (草 案 ) ｣ が 顕 定 さ れ た (

以 下､ ｢省 計 画 案 ｣ と嶋 称 す る ) (註 4 )｡

*: ｢1956年 到 1967年 全 国 農 業 発 展 綱 要 (草 案 ) ｣ は 1956年 1

月 23Elに 中 共 中 央 政 治 局 が 提 出 した も の で､ ｢腿 業 生 産 合 作 化 の

全 国 的 高 潮 が 戯 業 生 産 の 全 国 的 な 高 Imlを 引 き起 こ して い る ｣ 状 況

の 下 で ｢戯 業 の 発 展 の 長 期 的 な 努 力 目 標 を 与 え る ｣ た め に提 起 さ

れ た｡ そ こ に は 全 部 で 40項 目か らな る 儲 村 経 済 の 発 展 El標 と そ 礼

に 閲 わ る種 々 の 摺 道 が 含 ま れ て い る が､ そ の 中 か ら東 北 の 食 掘 増

産 に関 す る も の を 紹 介 す る と､ 以 下 の 通 りで あ る｡

ます､ 節 1 に食 視 作 物 の 年 単 収 に つ い て は､ 媒 北 を 含 む ｢弟 河､

素 敵､ 白1tr江 以 北 の 地 域 で は 1955年 の 1,125kg/ haを､ 1967年 には

㌢フ?
3,000kg/ Ilaへ と ｣2 7倍 に す る こ と が 示 さ れ て い る｡

第 2に 腿 作 物 全 般 に rAJわ る増 産 は 犯 と して は､ ① 水 利 iB設 耶 選

とエ ロ ー ジ ョ ン の PJJ'止､ ② 新 式 商 力 戯 只 を 普 及 して､ 次 節 に 成 業

の 他 職 化 を 進 め る こ と､ ③ 全 て の 利 用 可 他 な 肥 料 源 を I娼托 し､ 同

時 に 施 肥 方 法 を 政 酋 す る こ と､ ④ 伐 良 品 椎 を .uh･及 す る こ と､ ⑤ 土

鳩 を 改 良 す る こ と､ ⑥ 多 毛 作 指 数 を 摘 め る こ と､ ⑦ 多 収 n 作 物 の

作 付 け を拡 大 す る こ と､ ⑧ 桝 作 栽培 方 法 を 改 良 す る こ と､ ⑨ 病 虫

富 を 撲 滅 す る こ と､ ⑩ 荒 れ 地 を f娼聖 して排地 面 梢 を 拡 大 す る こ と､

が 挙 げ られ た (中 共 中 央 党 校 党 史 教 研 室 退 縮 『中 共 党 史 参 考 汗 料

(八 ) 』. 人 民 出 版 社, 1980年 ⊥月, pp232- 242. 参 照 )｡

本 項 で は こ の 概 安 を 紹 介 しつ つ､ 食 柚 作 物 の 改 良 技 術 普 及 の 政 顕

的 位 把 Ijけ を 考 察 す る｡

ま ず ｢省 計 画 案 ｣ の 概 要 を示 す と袈15- 14の よ う に な る｡ つ ま り､

高 級 社 の 設 立 を 5'')'捉 に､ ま た 前 節 ま で で 考 摂 した 改 良 技 術 を企 槻 増

産 の 支 柱 と して､ 脳 梁 増 産 目標 が 立 て られ て い る の で あ る｡ 金 柑 生

産 以 外 の 増 産 EH,Sに つ い て は 評 価 で き な い が､ 食 粗 の 単 収 を 全 国 レ

ベ ル で 提 起 さ れ た 単 収 増 加 目標 と比 較 す る と､ 実 単 収 で 北 方 平 均 で

3,000kg/ ha､ 黒 屯 江 省 3,750kg､ 増 加 指 数 で 北 方 平 均 は 2.7倍､ 黒 滝

江 省 が 2.62倍 と ほ ぼ 全 国 的 に 提 起 され た もの を 土 台 に策 定 さ れ て い

る こ とが 分 か る｡ さ らに､ こ れ らの 増 産 を達 成 す る た め に省､ 県､

区､ 村 の 各 レベ ル で 技 術 研 修 の た め の 紺 揃 を 設 立 す る こ とが 示 さ れ

て い る｡

8 ) 1956年 と 57年 の 食 樋 増 産 指 導 の 概 況

前 項 で は 黒 竜 江 省 の 食 梶 増 産 の た め の 改 良 技 術 が､ 全 国 的 な 長 期

増 産 計 画 の 中 に 位 置 づ け ちれ て い る こ と を 見 た が､ 同 時 に 各 年 度 計

画 も設 定 さ れ た｡ 本 項 で は 高 級 祉 が 設 立 さ れ て 以 降 の 1956年 と57年

の ｢食柁jm産 迎 qlJJ｣ の 概 況 を 考 察 す る｡
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或 15-14 Ei屯江省の農業生産発IThi-hLiW案の概要

a)農業増産のための主要な措置

b)農業増産EJ棟

項目 概要

耕地増大 (開墾 ) (91955年の671万haか ら1.300万haにbJ'.'大

土地改良 (塾水m両税を20%とする○

(診人工畑テ碓両横を400万haにする.

④干害 .水雷をな くす｡

農業増産 現在の 5倍の農産物を郡山､⊥灘 に[)t給 し､

高級心 でも2年分の食拙備苔をrJう (*)

農業増産施XI ①yj女全労動力を動i=lL､ それにLJ.合 う農林業 .漁繋

および畜産の全面企画を行 う.

②農業磯城化の推進.

③共産党の指導由点を社会変叩か ら技術改叩 に移行する

④ 1967年の増産 El概を遥成 した地域の経験を瞥及する○

農業増産技術 ①崩終 日標 は農業生産の機械化､'';E気化.

②小型水利建設で水田と畑地ラ僅池をhL.L大｡

③新式畜力農具を拡大す る.

④厩肥供給源を開拓 し､ 施肥両税を拡大.

(SH愛良品種の普及 .種子栽培.

@耕作栽培方法の改良○ 深耕､ 盤幅縮小､ 密旭､ rijJ引 き

雑草消減など｡

(》農業 自然災害の防止.

技術普及施策 (丑省 レベルで農業技術学校を設立.

(診県 レベルで農業技術訓練班を設立｡

③区 レベルで技術普及網 を設立.

④村 レベルで技術学 習小組を組織する.

紘 :農業相産目標については本義b)参lt(!｡

金権生産崖 EP.収 馬 灼 午 豚 辛 森林面桃 水産物生産崖

単位 方t kg/ha 万頭 万巨指 万蛸 万ari 万ha 万t

1955年実組 820 1.432 168 88 236 2g ),320 3

1967年目標 4 . 20 0 3 ,750 325 325 I.3 0 0 500 2.000 50

資料 : ｢欧隕鉄 ylME社会主義高潮的荊乱 為/lrf,Elも佃江祈建設繁栄幸福的新農村

而欝榊 -1956咋 1月24日在中共熱福江省套節二次農村工作舎訊上的報告 ｣

舶屯江 t]軸1956年 2月23日による｡

註 ;増加指数は 1955年英紙を100とした伯｡
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ま ず､ 1956年 の ｢食 掘 増 産 避 軌 ｣ の 指 導 に つ い て 考 察 す る (言上5)

1956年 に は､ 1953年 か ら始 ま っ た r節 1次 五 か iF計 LLq'｣ の 計 llllJを

早 期 達 成 す る た め に､ 企 槻 生 在 日t,T;は 1,000方 Lと さ れ た｡ こ れ は､

1955年 よ り120-180万 し 15-20%の 増 産 を 意 味 して い た｡

増 産 計 画 の 内 訳 を 見 る と､ 節 1 に荒 れ 地 を 75万 ha関 空 し そ の う ち

45万 haに 作 付 して 45万 Lを増 産 す る こ と､ 窮 2に 水 田 面 相 を 拡 大 し

て (う ち 榊 B]面 約 6万 ha)､ 15万 tを 増 産 す る こ と､ 第 3 に既 jJl地

の iP･収 を 1955年 よ り Iha当 り 105- 203kg増 や して､ 全 体 で 60- 120万

L増 産 す る こ と で あ っ た｡ つ ま り､ 180万 Lの JCiJ産 目標 の う ち 67% を

E!R存 の 排 他 で の 畔 収 16'大 に よ り, 25% を l3日聖 に よ り､ 8% を 稲 作 の

拡 大 に よ り達 成 す る と い う､ 従 来 の 畑 作 食 柑 作 物 の 増 産 を 中 核 と す

る計 画 で あ っ た｡

こ の 計 画 は､ 各 レベ ル で の ili収 引 き 上 げ の た め の ｢JLY,'産 頼 争 迎 g･))｣

の EH,Pと して 具 体 化 さ れ た｡ 去三15- 15に ま と め た の が そ の 内 容 で あ

る が､ 上 段 の ｢増 産 発見争 迎 軌 El傾 ｣ は 食 柚 作 物 と 畜 産 業 に 倒 す る 瓜

的 目標 値 で あ る が､ 省 レベ ル の 単 収 目 標 よ り照 レベ ル の El標 が 高 く

な っ て い る理 由 は 不 明 で あ る｡ 各 々 の El槽 を 達 成 した も の に対 す る

表 彰 の 対 象 を 見 る と､ 県 ( ｢豊 産 県 ｣ )､ 高 級 祉 (畜 産 業 の 場 合 は､

生 産 隊 も表 彰 の 対 象 とす る と規 定 さ れ て い る ) の 各 レベ ル が 対 象 と

さ れ て い る｡ 言 い換 え れ ば､ 目標 の 達 成 度 合 は 省､ 県､ 高 級 礼 (坐

産 隊 ) と い う 区 あ る い は 郷 を 除 く全 て の 段 階 で チ ェ ッ ク さ れ る の で

あ る｡

食 掘 作 物 の 増 産 El標 を 達 成 す る た め の 技 術 改 良 の 内 容 は､ 衷15-

iiで 見 た も の と 同 じで あ る｡

だ が､ 実 際 の 実 施 状 況 は 多 くの 問 題 を は らん で い た｡

ま す､ 1956年 春 季 の 状 況 を 見 る と､ 省 全 体 で 高 細 社 の 農 家 組 織 率

は 96% に な っ た が､ ｢高 級 社 の 生 産 管 理 制 度 が 末 確 立 で､ 社 員 の 一

部 が 軌 招 して い る ｣ 状 悠 で あ っ た と い う (証 6)｡

1957年 上 半 州 も同 様 の 状 況 が あ り､ ｢腿 村 の 幹 部 と農 民 は､ 1956

p73

老15-15 ,tA穏江省の食棚増産迎肋の咋度計LuaJ(1956年 )

EJ標 備考

増産貴兄争 省 レベル 坤収 水ul 5.000kg 目標を達成 した高級

退勤目標 増産 畑地 2,000kg 社を ｢倭月男祉｣として衣ゎ

9.=!レベル lli収 水凹 7.500kg

増産 畑地 2.500kg

譜産米 幼少家畜 塙 70% El標を退成 した高級

生存率 牛 90% 社を ｢模範祉 ｣とし

羊 lOO% て衣g_3.

｢室生産妹.L｣ 食柵作物 J2.000kgの平均単収

技術改良 小型水利 井戸掘 り

目標 姐設 水路､貯水池辿設

肥料源榊柘 肥料製造実行体制の維立元肥投入両横率 60%

称fの 優良品棟の皆及

品質向上 柚子生産用地の確保播種前種子遥別の励行

新式農具の 新式梨の春季耕起面jli 6ha

$lJJTJ*rJplJ= 同夏季 .枚挙耕起面横 15ha

(1台当り利用両横) 捕種機の播種両桃 60ha

資料 : ｢去怯噌江省別省盛 干傑 開展祉会主義m -モ逆帆 為争収四年超鰍完成五

年農共生推計軒 桁刑 il!-1956年 2月28El在;ll絹 江省]造築増産税梅分子会誠上的

報告 ｣,点も噌江 日報1956年3月4Elによる｡
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年 の 高 級 社 の 経 営 成 果 に対 して 不 信 や 不 満 を 持 っ て お り､ 1956年 は

豊 作 で 種 子､ 飯 米 は 十 分 に あ る の に､ 57年 鞘 の 捕純 作 業 に 対 す る 幹

部 の 指 串 意 欲 や 戯 民 の 生 産 意 欲 の 低 下 が 著 し い ｣ 状 態 で あ っ た (証

7)｡

ま た､ 57年 5月 の 巣 竜 江 日報 社 説 に よ る と､ r1957年 春 の 天 候 は

降 水 が 多 く不 順 な ば か りか､ さ ら に指 中 上 の 関 越 も 多 く ｣､増 産 迎

勤､ 特 に増 産 の た め の 技 術 改 良 の 実 施 が 低 調 で あ っ た こ と が 指 摘 さ

れ て い る｡

例 え ば､ 阿 JJR県 舎 利 郷 で は､ 1956年 の 施 肥 面 fllは 総 L)[地 面 fllの 70

% と設 定 され て い た が､ 57年 の 計 画 で は 52% に下 げ られ た｡ だ が､

57年 番 現 在 の 厩 Jlu!準 備 瓜 は 桝 地 面 illの 40% 介 しか な く､ しか も そ の

う ち 4月 束 ま で に投 入 した の は 準 備 し た 厩 肥 の 1512% に過 ぎ な か っ

た と い う.

ま た､ 作 業 管 理 制 度 や 労 働 評 価 制 皮 が 立 脚 され て い な い た め､ 社

員 の 出 勤 率 が 低 く当 地 の 6つ の 稲 級 社 で は､ リ)子 労 働 力 の LLl.勤 率 が

60% に下 が っ て い る｡

こ う し た状 況 を 見 て ｢幹 部 は 農 業 生 産 の 拓 潮 州 は す で に 過 ぎ 去 っ

た と認 識 し､ 指 導 を放 棄 して い る ｣ 実 態 が あ っ た (註 8)｡

こ の よ う に､ 高 槻 社 へ の 食掘増 産 改 良 技 術 の 普 及 は､前 章 ま で に

考 察 した よ う な 出 役 労 働 評 価､ 役 畜 利 用 問 題 の 未 解 決 の 中 で 停 滞 し

て い た の が 実 態 で あ っ た｡

* * *
こ れ を 受 け て 社 説 は､ 描 種 作 業 期 の 改 良 技 術 普 及 に つ い て 以 下 の

よ う な 対 錦 を 提 起 して い た｡

そ の 主 旨 は 改 良 技 術 普 及 を 実 際 に担 当 す る 幹 部 の 指 や 体 勢 を 整 備

す る こ と に あ っ た｡

高 級 祉 レベ ル で は､ 年 度 生 産 計 画 と技 術 普 及 の 両 方 に つ い て 以 下

の よ う な 留 意 点 が 提 起 さ れ た｡

生 産 計 画 の 熊 定 に つ い て は､ ① 現 実 的 で 棚 極 的 な 増 産 計 画 を 蹄 定

す る こ と｡ つ ま り､ 過 大 な 計 画 指 標 の 設 定 や 保 守 的 傾 向 (増 産 に対

5131,
す る 消 極 化 - 皆 昭 ) を uJJ止 す る こ と｡ ② 年 波'言IlE呼の 蹄 定 に 当 た っ て

は ｢腿 弟 を壬 とす る経 営 方 針 とじ肖聖､ 多 角 経 営 の 引 画 的 発 展 ｣ を 考

慮 す る こ と｡ ③ 食 柚 作 物 の 作 付 に つ い て は ｢安 定 多 収 瓜 作 物 の 作 付

面 糊 の 維 持､ 拡 大 を 図 り､ そ れ ら と小 麦 な ど (相 対 的 に単 収 の 低 い

作 物 -菅 招 ) の 作 付 面 相 の バ ラ ン スの 取 れ た 作 付 計 両 を策 定 す る こ

と､ が 提 唱 さ れ た｡

技 術 哲 及 に つ い て は､ ① ｢幹 部 の 強 制 命 令 を肪 止 す る一 方 で､ 技

術 改 良 に 対 す る 彼 らの 消 極 的 態 度 も解 決 す る ｣ こ と｡ ② 技 術 改 革 の

各 地 で の 実 験 成 果 を 掩 ま え て､ 成 功 した もの を普 及 す る こ と､ が 提

唱 さ れ た｡

こ の よ う な 生 産 計 画 と技 術 普及 の 実 硯 を保証 す る た め に､ LlRを 中

心 と した 指 韓 体 勢 の 激 化 が 拙 起 さ れ た｡

ま ず 技 術 普 及 につ い て は ｢県 単 位 で 年 lとりお よ び 捕 純 作 業 州 の 技 節

改 良 計 画 を 蹄 定 し高 級 社 に 下 通 し､ 各 柘 級 礼 で は そ れ を社 員 の 討 貢点

を経 て､ 年 fH】及 び 捕 椎 作 業 州 の 技 術 改 良 計 IL叫を 熊 定 さ せ る ｣ こ と と

され た｡ 郷 お よ び 商 級 祉 レベ ル で は､ /qtの 計 画 を 確 実 に実 行 さ せ る

た め に､ ｢郷 単 位 で 前 年 の 経 験 の 総 括 と郷 の 描 級 社 に対 す る指 鱒 の

強 化 ｣す る も の と さ れ､ ｢県 お よ び郷 の 幹 部 を 直 接 高 級 社 に派 迫 し

て 実 地 で 指 前 に あ た らせ る ｣ こ とが 提 起 され た｡

こ の よ う に､ 食指増 産 の た め の 技 術 改 良 計 画 の 顕 定 とそ の 実 施 に

当 た っ て は､ 県 → 郷 一 高 紐 社 と い う行 政 ･共 産 党 の 系 統 を 通 じた指

導 と､ 県 幹 部 の 高 放 社 に対 す る直 様 指 希 と い う､ 小 論 で再 三 触 れ て

き た 周 知 の 二 つ の 方 法 を 併 用 して 指 串 を 強 化 し ｢末 端 の社 員 家 庭 に

農 業 増 産 計 画 の 内 容 と意 頻 を教 育 し周 知 徹 底 させ る ｣ こ と にな っ た

の で あ る｡

補 論 県 レベ ル の 改 良 技 術 普 及 計 画

こ れ ま で 考 茶 した よ う に1956年 の 食 樋増 産 迎 軌 は､ ｢第 1次 玉 か

年 計 画 ｣ の 増産 巨日,Cを､ La終 年 度 の 1957年 よ り 1年 早 く達 成 す る こ

と､ そ して 増 産 の た め の 技 術 普 及 は 県 を 中 心 と して 鐸 定 さ れ る こ と･
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を特 徴 と して た｡

こ こで は､ 術 倫 県 を 例 に､ 共 産 党 ,q 委 R 会 に よ る 児 レベ ル の 食 和

増 産 及 び 技 術 曽 放 計 画 を 考 察 す る｡ た だ し､ 汚 料 の 惟 椙 上州産 口腔

の 虫 的 吟 味 や そ の 実 施 結 果 を 検 討 す る こ とは 不 可 能 で あ る た め､ そ

の 休 系 を 見 る こ と とす る (註 補 1)｡

共 産 党 海 倫 県 委 員 会 は､ ｢第 1次 五 か 年 計 断 ｣ の 企 絹 生 産 引 画 の

早 蛸J完 成 を決 定 し､ 1956年 の 同 県 食 槻 生 産 目標 を 38万 tと した｡

38万 tの 食 掘 生 産 を達 成 す る た め に 泉 州 - 1a)に 示 した よ う な､

種 々 の 技 術 的 増 産 措 置 と そ の 具 体 的 目標 値 も 合 わ せ て 決 定 さ れ た｡

そ の 内 容 は､ 塑 幅 縮 小､ トウ モ ロ コ シ の 穴 撒 き､ 平 BB作 り ( ｢平 捕｣

)､ 元 肥 投 入 な ど第 6節 ま で に紹 介 して き た 改 良 技 術 の 実 践 で あ る｡

こ う した 省 全 体 の 計 画 指 標 が 決 定 さ れ る過 程 で は､ 省 内 各 地 の JS

業 生 産 条 件 の 調 査 が 行 わ れ た｡ そ れ は 開 墾 可 他地､ 牧 場 用 地､ 水 用

用 地､ 養 魚 場 地 な どの 拡 大 可 能 性 を 含 め た 腿 業 生 産 条 件 の 調 査 を 内

容 と し､ ま た 爪 内 各 地 を 地 域 区 分 し､ 山 部､ 丘 陵､ 河 川 泊 岸､ 平 坦

地 の 4つ の 地 域 に期 型 区 分 した.

そ の 結 果 が 同 衷 b)に示 さ れ た 地 域 別 の は 術 普 及 目標 で あ る｡ そ こ

に は 各 地 の 段 業 生 産 条 件 に応 じた 技 術 普 及 の 重 点 が 盛 り込 ま れ て い

る｡

そ して､ 以 上 の 省 全 体 の 食 掘 増 産 と技 術 普 淡 の 良 的 目標 と地 域 別

の 技 術 普 及 方 針 に基 づ い て ｢区､ 村､ 高 級 社 の 生 産 計 画 韓 定 を 指 導

し､ 全 県 の 計 画 化 を 丹 徹 す る ｣ こ と と な っ た｡

第 9節 作 物 別 の 改 良 技 術 の 勾 入 -S 例 とIHj題 点

以 上 の 全 般 的 な 食 櫨 増 産 の た め の 改 良 技 術 の 普 及 の 問 題 点 を､ 本

第 9節 以 降 で は､ 作 物 別 ま た は 作 業 季 WJ別 に よ り技 術 普 及 に密 宕 し

て 考 察 す る こ と とす る｡

改 良 技 術 の 性 格 に つ い て は 第 7節 ま で の 考 察 で 多 肥 ･労 働 躯 約 的

技 術 と して 総 括 し､ 主 と して 黒 埼 江 省 の 自然 条 件 へ の 適 合 性 を 評 価

基 準 と して 在 来 戯 法 と比 較 し､ そ の 間 題 点 を 指 摘 した｡
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(1956年､湘倫iJ.ち)
a)食拙増産計的指標

項目 遠戚E]標

隼幅の縮小面棚 4.300ha

混作普及両税 47,250ha

多収Bi作物作付面械 対55年比 +L.500ha

トウモロコシの大事l放き面flt 44.800ha

トウモロコシ作付純血fJiの80%

平壌ね捕稚血税 45.000ha

食槻作物総作付面LLlの18%

元肥の施肥面横 食拙作物総作付繭lfiの60%

小吏偵良品推せ及 県全体にti--及

ー
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b)県内地域別技術貯及 目標

地域区分 村数 土地面械 農業生産条件 技術改良内容

-頼 14 5.000ha 労働力 .畜力不足 日婦 人を動員 して

山茄 1.9% 耕作が粗放 災約的作業を4-Jう

無霜糊短 い 2J省力早黙作物を

開墾地多い 多 く捕縄する3)移民開墾を促進す る

二析 10 2.000 干繋 .風害が多発 H保水林の柵林

丘陵 0.8% 土質が不良 2日二JA故山をrJう3)保ラ!止栽培技術を11!IJ.皮

≡ 137 23,400 低湿地多 く水害や 日抑 揚)の排水促進

河川沿岸 8.8% 湿害が多発 2)雌lVJ-姓設や水DJlliJ発

土鳩が盟帖で耕作幽艶 を進め る

四知i 123 236.200 土1割肥沃､ 労働力多い 目抜術改良を促進

i3料 : ｢巾偏県怒械捉前一年完成五年農業増産指標｣,点1.屯江日報1956年 1月6日

註 :b)の土地両横は各行政村の両税の合計で､ 耕地面fAではない｡ 海倫県の捨

土地面横は266,600ha｡ 百分比は全県捻上地両横に占め る比重｡

打9
本 節 以 降 で は こ の 点 が ま さ に実 例 の rPで 考 察 さ れ る の で あ る｡

作 物 別 の 状 況 に つ い て は､ 尚 志 卯 の トウ モ tjコ シ の 改 良 技 術 皆 淡

と横 爪 の 大 豆 の 耶 例 を 考 察 す る｡

A) トウ モ ロ コ シ の 改 良 技 術 帝 人 の 先 駆 的 叫 例

尚 志 県 苑 珠 区 成 功 村 の 成 功 高 級 社 は､ 汽 料 に よ る と 1953年 時

点 で す で に 設 立 さ れ て お り､ そ の 忠 lfl で 1955年 ま で の 高 級 社 の 実 額

段 階 で 設 立 さ れ た も の で､ トウ モ ロ コ シ の 改 良 技 術 も そ の 当 時 か ら

導 入 さ れ 始 め て お り､ き わ め て 先 駆 的 な 771例 で あ る｡

成 功 両 級 杜 の トウ モ ロ コ シ の 改 良 技 術 の 封 入 は ｢J:u菜 技 術 普 及 セ

ン タ ー ｣ の 指 串 を 受 け て 1954年 か ら行 わ れ て い た｡ そ の 経 縄 を 示 す

と蓑 15- 16a)の 通 りで あ る｡

こ の 郡 例 を 紹 介 し た 記 軒 の 表 題 は r成 I))高 地 社 は ど の 様 に して ト

ウ モ ロ コ シ の 増 産 を 達 成 した か ｣ と い う も の で あ っ た が､ そ の 実 紙

を 見 る と 1954iF-に は 社 内 の 反 対 に 妥 Fi為して 小 Lb'棚 の 試 験 栽 培 と して

新 式 商 力 Jil具 (和､ 捕 種 機 ) を 利 用 して 4,200kgの 単 収 を 達 成 した｡

だ が､ 1955年 に は 作 付 面 横 は 9倍 弱 に 拡 大 さ れ た が 前 年 の 85% に 減

産 して い る｡

改 良 技 術 の 内 容 を 見 る と作 付 前 年 の 秋 季 桝 起､ 型 幅 綿 小 と新 式 の

播 種 機 で の 捕 椎､ 中 排 ･除 草 回 数 の 増 加 (前 山 蓑 15-11参 照 ) な ど

8項 目 が 挙 げ ら れ て い る｡

しか し､ 改 良 技 術 の 実 践 上 の 問 題 点 と して 次 の 4点 が 挙 が っ て い

る｡

第 1は､ 桝 起 後 の r格 子 J に よ る表 土 破 砕 と水 分 保 持 の た め の 鎖

圧 作 業 が 適 州 内 に 完 了 しな か っ た｡

第 2は､ 肥 料 が 不 足 し､ 耕 地 に よ っ て は 肥 料 が 投 入 され な か っ た

り､ 予 定 よ り少 な く な っ たo

第 3は､ 間 引 き の 際 の､ 苗 間 隔 の 調 整 が う ま く で き な か っ た｡

第 4は､ 人 工 受 粉 を す る と言 っ て も､ 実 隙 は ア リバ イ 的 に 1回 策

純 で な で る 程 度 で 効 果 が 少 な か っ た｡



年 次 作付両横 生産塵 唯収 備考

(ha) (kg) (kg/ha)

1954年 1.27 5.334 4,200 祐放礼師 部 と祉貝が抵抗 して､ 小両椛の試験栽培を実施

1955年 lJ.00 39,600 3.600

うち3.30 4.819

作業項 目 l̂jS

秋季耕起作業 耕起 .反転 により表土を雅章の種子 と共 に鋤 き込み､

土鳩を舶 し､ 養分 .水分保持能力を増進 する.

捕種機での播種 墾幅の縮小. 従来の並幅66cmか ら60cblに縮小.

一条撒 きを実施○ 柳地利Jll率を 18.18%増大 した.

耕起､ 捕種作業後の鋭JI 水分蒸発の防止o

種 子訓遥 [1jj)場送別 した憶良品種の種子を利用○

発芽試験の実施○

肥料投 入 1ha当り8,000kg｢土飛乗 ｣を施肥する○

穴撒 きを実施 (稚拙の時に種子 と共 に､肥料を投入 )

適ju播種 4月末に捕種を完了 した.

中耕 .除草 中桝 .除草回数は各 2回実施す る○

と聞引 き ｢印引きにより酋間緬を40-50cT"にす る○



押乙

第 1は す で に 指 摘 した よ う に､ 秋 季 桝 起 は 従 火 は 行 わ れ て お らず､

そ の 主 た る 雌 山 で あ っ た 収 機 作 菜 と冬 季 到 来 と い う き わ め て 作 男 通

則 が 限 られ て い た こ とが､ 両 級 礼 に お い て も､ ま た 新 式 出 兵 を 耶 人

さ れ て も 解 決 さ れ 得 な か っ た こ と を示 し て い る.

第 2は 肩 紐 礼 に お け る 畜 産 業 の 避 営 な ど と fAJ迎 し た fiSj腿 で あ ろ う｡

第 3 と 郡 4は 社 員 の 改 良 技 術 の 熟 練 度 の fHJ腿､ つ ま り技 術 汗 及 が

兼 だ 徹 底 さ れ て い な か っ た こ と を 示 し て い る｡

現 実 的 馳 迎 は 定 か で な い が､ 先 の 1955年 の 減 産 あ る い は 作 付 柏 の

一 部 の み の 増 産 は､ こ れ らの 改 良 技 術 の 普 及 の 実 際 上 の 凶 報 ･問 腿

点 と も 関 迎 して い る と思 わ れ る｡

B)大 豆 の 改 良 技 術 の 中 人 の 先 駆 的 耶 例

状 に 渦 邦 の 旭 光 同 級 社 の 部 例 よ り大 豆 作 へ の 改 良 技 術 へ の 作 戊 を

考 察 す る. こ の ITlt例 も､ 賃 料 で は 1955年 で す で に 両 級 祉 が 設 立 さ れ

て お り､ そ こ で 新 式 農 具 に よ る 大 豆 作 が 行 わ れ て い る な ど､ 汚;J'の ト

ウ モ ロ コ シ の 当Ⅰ例 と 同 様 に 先 駆 的 な 邸 例 で あ る (註 lo)｡

旭 光 高 細 社 で は､ 1955年 に 17haの 大 豆 を 作 付 け､ 単 収 は 1,735kg/

haで あ っ た｡ う ち､ 新 式 農 兵 で 排 作 ･描 推 し た の は 12haで､ 単 収 は

2,946kgと 平 均 の 1.7倍 で あ っ た｡

こ の 高 収 瓜 を 実 現 した 桝 地 で 実 践 さ れ た 改 良 技 術 の 内 容 は衷15-

17a)b)に 示 し た 通 りで あ る｡

こ こ で も､ 前 の トウ モ ロ コ シ 同 様 の 改 良 技 術 が 採 用 さ れ て い る｡

特 徴 的 な の は､ 第 1 に 1952年 か ら晦 年 の よ う に 元 肥 を 投 入 して き て

お り､ 地 力 の 維 持､ 増 進 が 進 ん で い る と 考 え られ る こ と (表 a)参 照)

､ 第 2に 中 桝 .除 草 回 数 の 増 加 の 他 に､ 排 起 作 業 で は 2回 に 渡 っ て

表 土 の 破 砕 を 行 っ た り､ よ り綿 密 な 作 業 を 行 っ て い る こ と､ 第 3に

肥 料 投 入 作 業 で も - 迎 の 作 業 を 同 時 進 行 さ せ る こ と で､ 作 業 効 率 そ

して 肥 料 効 果 を 高 め て い る こ と で あ る｡

た だ､ 大 豆 の 収 血 に は 明 示 的 に 反 映 して い な い も の の､ 技 術 的 ru1

題 も あ っ た｡ そ れ は､ 第 1に､ 改 良 技 術 を 採 用 し た 桝 地 の う ち 3伯

裁15-17 高級社 における大豆改良技術の祥人例

(1955年､ 演llit 旭光Fqr級祉 )

8)大豆作付地の輪作 と肥料投入

針,i

年次 作物名 肥料種類 投入鼓(kg/ha一 投入法 耕起作業HlS期 .作業名)

1952年 土共栄 3.0万 墾投入 秋季 .耕起

1953年 小麦(平捕 ) 土講究 1.5万 腿l嶋投入 秋季 .表土破砕 3回

1954iF 紫 厩肥 0.8ノ了 相投人 翌春 .桝起

b)大豆作付地における改良技術の実施内容

作業項 El 作XFAJ容

iJ-r式農具耕作 日春季表土破砕 ⊥回

2)5月初 双精一繕梨で耕起 (耕探13.5cm)

う円盤ハローで表土破砕う再度､ 木製農具で破砕実施

適期播種 日5月 12-15日

2)播種深度 3cm､播種崖60kg/ha

肥料相投 日収粒菌を種子 と混合 して投入

2)厩肥 (豚糞 と土頚究 )を3万kg/ha投入

3)施肥作業中にー厩肥搬入う阻城山紙み⇒批仰⇒鍬込みを

同時進行で行いt肥料分の散逸をy)-止 した

偲 lk.品稚婦人 1日952年 に ｢消合金 ｣晶雌を導入

2)以降､種子生産用地を確立 した

3)種子遥別実施 (発芽率95%以上)

除草 .中耕作共 1)除等前に 1回中桝を行 う

資料 ;娼碓江 日報 1956.3.2｢大豆掛 等苗好機 馴 JJ経験 ｣,7%確江 日報1956年 3月

2日.
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で 桝 起 作 業 の 質 が 低 く､ 大 き な 土 塊 が 餓 り､ 20% が 発 芽 しな か っ た

こ と｡ 発 芽 して も､ 発 芽 ･生 育 に も ば らつ き が 口立 っ た こ と､ が 指

摘 さ れ て い る｡ こ の 点 か らみ る と､ 先 の L)[起 作 業 に お い て 新 式 Jn只

で 桝 起, 去 上 破 砕 を 行 っ た後 に､ 在 来 戯 具 で 再 度 表 上 破 砕 を行 っ た

の は､ 新 式 戯 只 の 性 能 あ る い は 振 作 技 術 に欠 陥 が あ っ た こ とが 推 測

され る｡ ま た 新 た に 加 え られ たfiiJ引 き作 業 も､ そ の 規格 通 りの 作 男

を行 う ま で に 至 っ て い な か っ た｡

第 2は､ 中 排 ･除 草 回 教 を 増 や した も の の､ ｢夏 季 の 降 雨 に よ り

第 3回 目 の 小 柳 作 業 が 適 期 に 行 え な か っ た J こ と が 挙 げ られ て い る.

こ の 点 も 在 来 JEi法 と の 比 較 検 討 の qlで 指 摘 した､ 夏 季 作 業 の 改 良 と

気 候 条 件 との 矛 盾 が l托lRBとな っ た こ と を 示 して い る｡

* * *
総 じて､ トウ モ ロ コ シ と大 豆 に つ い て 見 て き た 作 物 別 の 改 良 技 術

の 中 人 状 況 で あ るが､ そ こ に 共 通 す る の は､ 桝 起､ 中 排 ･除 草 な ど

の 作 業 内 容 の 盟 't3'化 に よ り､ 腿 繋州 の 過州 作 業 が 行 え な か っ た こ と

で あ っ た｡ ま た､rul引 き作 業 が 規 格 通 り に行 わ れ な い と い う技 術 の

作 業 従 耕 者 へ の 徹 底 の 不 十 分 で あ っ た｡ だ が､ 本 節 で は 作 業 の 閲 REi

点 が 現 象 と して の み 捉 え られ た だ け で あ り､ 問 題 発 生 の 原 因 に つ い

て は 高 級 社 の 労 働 力 や 畜 力 の 動 員､ 編 成 状 況 との 関 連 が 明 らか に さ

れ る 必 要 が あ る｡

そ こ で､ 以 下 で は 春 季 播 種 作 業 と夏 季 中 桝 ･除 草 作 業 に つ い て 季

節 別 に 事 例 を 考 察 し よ う｡

第 10節 季 節 別 の 改 良 技 術 の 導 入 と問 題 点 - 戯 繁 矧 の 労 働 ･富 力

配 分 問 題 -

^) 春 季 捕 機 作 業 体 制 と問 題 点 -春 季 天 候 条 件 と新 式 腿 貝 の 利

用 閲 成 一

本 項 で は 双 城 ,U.1 姫 方 紅 商 扱 祉 の 耶 例 か ら春 季 捕 機 作 業 に お け る

新 式 商 力 出 兵 の 利 用 と改 良 技 術 の 帝 人 の 問 RZi点 を 考 察 す る (証 11)｡

P灯

前 置 き して お く な らば､ 1956年 は 黒 海 江 省 に 水 苔 が 発 生 して お り､

捕 種 州 に お い て も降 水 Glが 例 年 以 上 に 多 く､ 従 っ て 耶 例 も こ の よ う

な 全 体 状 況 を 念 輔 に お い て 見 る必 質 が あ る｡

双 城 県 で は 1956年 の 番 は､ 気 温 が 低 く､ 時 雨 が 多 い た､ 窪 地 は 浸

水 し､ 本 来 水 は け の 良 い耕 地 も泥 状 に な っ て い た｡ 平 年 の 描 種 開 始

時 矧 は 4月 下 旬 で あ っ た が ,g 天 候 の た め 5月 ⊥日 にや っ と描 碓 開 始

可 能 に な っ た｡

こ う し た 困 難 な 条 件 の 下 で 東 方 紅 高 級 社 で は､ こ う した 天 候 不 順

に対 応 す る捕 雌 作 業 休 制 が と られ た｡ そ して､ 同 時 に新 式 農 具 に よ

る描 碓 作 業､ 蕃 季 i)F超 な ど改 良 技 術 に含 ま れ た作 男 も実 行 され る こ

と に な っ た｡

RT方 紅 前 級 杜 の 桝地 面 椛 は 882ha､ 社 員 (労 働 力 )296名､ 役 畜 12

6頭 で あ っ た (ち な み に 労 働 力 1名 当 り耕 地 両 税 は 3ha､ 役 畜 1頁Tl当

りで は 7ha)｡ 当 時､ こ れ らの 改 良 技 術 を含 め た 捕 棚作 業 に必 要 と さ

れ た 労 働 力 及 び 役 畜 の 作 業 虚 は衷15- 18に示 した通 りで あ る｡

しか し､ 実 際 の 作 業 通 則 は 21日IijjLか な く､ 適 州 捕 機 を保 Ful三で き

な い こ と が 明 白 とな っ た｡

そ こ で､ 捕 種 作 業 の 適 期 内 完 成 を保 証 す る た め 次 の 様 な 作 業 実 行

体 制 が と られ た｡

第 1に､ 新 式 農 具 を核 と した畜 力 作 某 組 織 が 編 成 さ れ た｡ ま ず､

播種 機 1台 当 り に 労 働 力 6名 と馬 6頭 を 固 定 して､ 畜 力作 業 グ ル ー

プ を 編 成 す る｡ こ れ を 2班 に 分 け､ 操 作 手 1人 + 補 助 2人 +馬 3頭

の班 を 2つ 作 っ た｡

第 1班 は､ P)1け 方 (午 前 3時 ) ～昼 (午 前 1川寺) ま で作 業 を 行 い､

そ の 後 馬 を30分 休 息 させ る｡ 第 2班 は 昼 (11時 半 ) ～ 日没 (午 後 7

時 半 ) ま で 作 業 を行 う｡ こ う して､ 描 腫 作 業 の 効 率 が 高 ま り､ 捕種

機 1台 で 1日 6haの 作 業 が で き る よ う に な っ た｡ この 作 業 効 率 を 維

持 す れ ば､ 6 台 あ る播種 機 6 台 で 1 日 当 り361-aと な り､ 408haの 播 種

作 業 は 15日間 で 完 成 で き る こ と とな っ た｡ ま た､ 電 力 が不 足 す る の

で 破 砕､ 鎖 圧 作 業 は 牛 に や らせ る こ と に した｡
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表 15-18 解季捕梯作業における改良技術の婦人

(1956年一 双城脱 火方紅高級祉 )

作業内容 作業面仇 必要労働壷 必婆畜力唯 備考のペ労 1ha当 のベ作 lha当

ha 働日数 日数 業日数 日数

新式農具稚拙 480 487 1.01 403 0.84大豆 ､ コウリャン業､トウモロコシ

春季耕起 120 240 2.0 600 5.0

壁反転作某 156 468 3.0 870 5.58

破砕作凝 340 85 0.25 40J 1.18

銚JI作弟 429 川8 0.25 ー58 0.37

小計 I.525 1.388(20.1%) 2.432 (61.5%)

厩肥搬入作業 HO 207 1.88 828 7.53

在来農具捕種 402 5.308 675 草刈､井戸掘 り､畜舎修理 も含む

総計 6.903日00%) 3.935 日00%)

労働力 .役畜煤膚数 296人 126gLi

資料: ｢東方紅農業祉忠様保証接時種完地 ｣, 崩 Til江 日報 1956年 5月18El.

証 :1. ｢のべ労働El数｣および ｢のべ作業 El数 ｣の tIiJ立は人 ･日および邪 I

El｡

2. ｢小計 ｣は新式農具による紙価から捕梯後銚Jfまでの作業塵の合計｡

3. r総計 ｣は上紀 ｢小計 ｣に厩肥搬入作業や在来農具による描梯作業の

作業居を加えたもの｡

4. ｢小計 ｣欄の括弧内の百分比は総計 (100%)に対する比重｡

叫

第 2 に､ 生 産 隙 間 に分 け られ て い る 労 働 力 ･苗 力 を統 一 的 に 配 置

した｡ 本 来､ 邦 1- 3生 産 嫁 の 受 け持 っ た 川 畑 は 平 坦 地 で 一 部 に任

地 が あ る 程 度 で あ っ た｡ だ が､ 第 4生 産 隊 は 任 地 の み､ 第 5生 産 隊

は 水 は け の 良 い ｢絹地 ｣ の み で あ っ た｡ しか し､ この よ う に生 産 隙

毎 に 分 担 して 作 業 を 行 っ たの で は FZuに合 わ な い た め､ 社 内 の 労 働 力

と役 畜 を 統 一 的 に軌R して､ 全 作 業 を 作 R の 軒 易 な 肺 に ｢同地 ｣-

平 坦地 - 任 地 の 鵬 で 行 う こ と と した.

第 3に､ 窪 地 の 排 水 作 業 を 第 4生 産 隊 が 受 持 ち､ 珊 場 に浦 を 掘 り

巡 ら して 水 を 1カ ITrに集 め､ 4人 の 労 働 力 で 手 で 水 を くみ Luす 作 業

を行 う こ と と し た｡

第 4 に､ 相 人 労 働 ノ)を 軌 貝 した｡ ｢Jii繁lUl託 リ止所 J を l娼設 して､

婦 人 に排 水､ ii'l肥､ 破 砕 作 業 を行 わ せ る こ と と した｡

こ の よ う に､ 降 雨 の た め に作 業 が 遅 れ た上 に､ 改 良 技 術､ 特 に 新

式 腿 具 を 利 用 し た こ とで 膨 れ 上 が っ た作 業 ET棺 を､ 段 具 利 用 お よ び

役 畜 の 効 率 化 と生 産 陽 へ の 作 業 謂 角 を l鶏日時的 に肋 した 変 州 的 作 業 相

成 で こ な す こ と に な っ た の で あ る｡

表 で は 在 来 LEI具 に よ る捕 碓 作 業 に そ の 他 の 雑 役 の 作 業 虚 も含 ま れ

て い る た め 直 ほ 的 な 比 較 は難 しい｡ だ が､ 労 働 瓜 で は 新 式 農 具 の 労

働 血 は 全 体 に 占 め る 比 虫 は 相 対 的 に小 さ いが､ 他 方 で 新 式 農 具 に よ

る作 業 は 労 働 力 利 用 の 絶 対 良 お よ び総 労 働 血 に対 す る 比 重 は､ 在 来

農 具 よ り小 さ い 一一 そ れ だ け 省 力 的 で あ る 一一 こ とが 分 か る｡ ま た

表 中 応 下 段 の ｢必 要 作 業 E]数 ｣ を 見 て も､ 畜 力 作 業 日 数 は 作 業 通則

21日 間 を 12E]も超 え て い る｡

こ の こ と か ら､ 新 式 農 具 の 利 用 お よ び そ れ に よ る朗 起 作 業､ 型 反

転 作 業 の よ う な 改 良 は 術 の 採 用 は､ 電 力 作 業 の 増 大 を結 果 し､ そ れ

が適 期 作 業 の 保 証 を 困 難 に して い る こ とが 分 か る｡ 無 論､ 天 候 不 順

に よ る排 他 条 件 の 感 化 が 畜 力 作 業 の難 度 を高 め て は い た が､ 作 業 間

の 比 較 を して も 例 え ば 榊 起 作 業 と塑 反 転 作 業 だ け で 37% を 占 め て お

り､ しか も 1ha当 りの 必 安 労 働 鼠 お よ び 苗 力 作 業 皿 は 昏貞抜 け て 高 い

こ と か ら､ こ れ らの 輩 因 は 惑 天 候 と い う 賓 囚 の み で は 相 殺 で き な い
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で あ ろ う｡

B)夏 季 中 桝 除 草 作 業 の 間 脳 点 一夏 季 降 雨 と適 州 作 業 の 保 証 聞 腿

1956年 は 夏 季 作 業 糊 も 黒 竜 江 省 全 域 で 天 候 が 不 順 で あ っ た. 7月

は 月 降 水 且 270m と 平 年 よ り100- 150m 多 く､ 8月 の 降 水 予 報 は 200

mmで あ っ た｡ そ の 時 点 で ｢省 内 で す で に 10数 万 haの 耕 地 と20数 力 村

が 浸 水 し､ 小 変 収 機 作 業 も影 響 を 受 け て 減 産 が 明 らか に な っ て い る｣

こ と､ r多 くの 地 域 で 2回 日 の 小 柳 除 草 作 業 が 終 7 して お らず､ 多

雨 に よ る 雑 草 の 発 生 と､ 日照 不 足 に よ る 作 物 生 育 不 全 ｣ が 問 題 と さ

れ て い た (詑 12)｡

本 功 で 取 り上 げ る 呼 楓県 の 前 井 筒 級 社 で も 水 以 降 の 降 雨 の た め に

作 男 の 進 行 が 遅 れ て い た が､ そ れ 以 外 に も改 良 技 術 の 中 人 に よ る作

業 上 の rHJ題 も 発 生 して い た (言113)｡

閲 腿 の 節 1は､ 天 候 不 順 の た め に ｢春 季 作 共 の l3日始 が 退 く､ 夏 季

も降 雨 に よ り雑 草 の 生 育 が 早 い ｣ た め､ ｢描 棚 作 業 が 終 わ る や 中 排

除 革 を l用始 せ ね ば な らな い ｣ と い う 夏 季 作 業 の 過 糊 完 成 が 全 体 と し

て 危 ぶ ま れ る 状 況 に あ っ た 点 で あ る｡ そ の た め､ 従 来 よ り増 や して

各 3回 行 う こ と に な っ た 中 桝 ･除 草 作 業 は ｢1回 目 の 作 業 は 丁 寧 に

行 う､ 2回 Elは 央 中 的 に 作 業 を 行 う (間 引 き と追 肥 を 同 時 に行 う )､

3回 目 は 作 業 進 度 を 加 速 す る ｣ と各 々 の 重 点 を 決 め て 取 り組 む こ と

に な っ た｡

第 2は､ 改 良 技 術 普 及 の た め 夏 季 作 業 の 内 容 を 増 や した の で 必 要

労 働 皿 が 増 加 して い る点 で あ る｡ つ ま り､ uil塑 面 椙 が 多 く作 業 を行

う絶 対 面 机 が 増 え た こ と､ 中 桝 作 物 (小 麦 以 外 の 中 桝 作 業 を 多 く行

う必 賓 の あ る 食 掘 作 物 ) と混 作 面 伯 が 増 え て 肥 培 管 理 作 業 の 単 位 面

械 当 り労 働 良 が 増 え た こ と､ そ して 1ha当 り平 均 単 収 2,500kgの u標

と一 部 抑 揚 で の 出 産 計 画 を達 成 す る た め に追 肥 を 行 う 必 要 が 生 じた

こ と で あ る｡ ち な み に､ 粟､ コ ウ リャ ン の rP桝 ･除 草 回 数 は 各 3臥

大 豆､ トウ モ ロ コ シ の 回 数 は 各 2 回 と さ れ た｡ 当 時 の 試 算 で は､ 56

･,了

年 の 夏 季 必 要 労 働 崩 14,289人 ･日 で 前 年 55年 の 10,853人 ･日 よ り31

.66% 増 え る と さ れ た｡

窮 3は､ 改 良 技 術 の 婦 人 に よ り各 作 業 が袖純 に な っ て i兵術 指 帝 が

必 要 で あ る こ と.

第 4 に､ 現 有 の 役 畜 が 脆 弱 で あ る こ と｡ 馬 L92頭 の う ち､ 使 役 可 舵

な の は 138頭 で､ 痩 せ て 使 役 が 困 難 な 馬 は 38頭､ 病 弱 で 使 役 不 能 な 馬

は 16頭 で あ っ た｡ た だ､ 飼 育 管 理 を強 化 す れ ば､ 使 役 可 能 頭 数 を 17

8頭 に 回 復 す る こ と が 出 来 る と され た｡

しか し全 排 他 で 4311,tt;･日が 必 質 で あ り､ 使 役 可 能 曽月数 が 増 え て も

トラ ブ ル に よ る 延 長 を 考 慮 せ ね は な らず､ 合 計 33日間 が 必 要 で､ 55

年 よ り 3 - 4 日 間 長 くな る と い う｡ そ こ で､ .Ta不 足 は､ 牛 20頭 を 中

桝 に 利 用 した り､ 使 役 の 隙 に は､ 早 朝 か ら腕 ま で 圃 場 に山 て 昼 fUjに

多 く休 息 を 挟 む こ と で 対 応 す る こ と と さ れ た｡

第 5に､ 飼 料 用 の ｢豆 餅 ｣ (大 豆 の 搾 り粕 )が 不 足 して お り､ ま

た脇 具 や 中 州 除 草 機 が 一 部 不 足 して い た こ と｡

第 6に､ 追 肥 用 肥 料 が 不 足 して い る こ と｡ 追 肥 面 税 は 319.5ha､ う

ち普 通 畑 は 1ha当 り2,550kg､ ｢豊 産 田 ｣で は 3,250kg､ 合 計 で 806,

250kgの 肥 料 (厩 肥 )が 必 要 だ が､ 当時 は 6% に 相 当 す る50,000kgし

か な か っ た｡ こ れ は､ 5月 26日 ～ 6月 1 日の 1週 間 で 便 所 の 修 理 13

0カ所､ オ ン ドル hi除 90カ 所､ 壁 上 回収 日 I;jj分､ 期 舎 ･畜 舎 掃 除 150

カ所 を通 じて､ 690.000kgを新 た に調 達 す る こ とで 解 決 す る こ と に な

っ た｡

以 上 を 整 理 す る と､ 気 象 条 件 と改 良 技 術 採 用 に よ る作 業 Eaの 増 加

が 二 虫 に 適 期 作 業 の 保 証 の 難 度 を高 め て お り､ こ れ が 夏 季 作 業 の 最

大 の ネ ッ ク と な っ て い た｡ 加 え て､ 役 畜､ 脱 臭､ 肥 料 の 不 足 や 労 働

力 の 改 良 技 術 に 対 す る 習 熟 度 の 低 さが､ そ れ を補 充 す る た め の 作 業

鬼 を 増 や し､ 夏 季 作 業 の 虫 的 ･質 的 完 成 を制 約 して い たの で あ るo

そ こ で､ ｢作 業 を 例 年 よ り早 め に開 始 して ｣･ 垂_15-198)b)に示

した よ う な 労 働 力､ 役 畜 へ の 作 業 配 分 を 行 う こ と に な っ た｡ 同 表 の

証 に も あ る よ う に､ 男 子 労 働 力 は 役 畜 の 飼 育 ･放 牧 お よ び LB緊 期 の
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老15-19 £李中耕 ･除草作光 における改良技術の辞人

(1956年､ 呼楓県 FiiJ-井高放心 )

a)作業別 ･時期別作業崖

bl作業別 ･時州別のけり11痢雌 当り作業巌

巾耕作業 rtl耕畜力作共 除草 .脚】引き 作男面fjli所要 必賛 所要 必智 所管 必管

日数 労働巌 日数 作業 最 日数 労働巌 (ha)(EIJ (人 .日J (日) (班 .UJ(UI (人 .U)

1回目 15 3,575.9 13 1.702.8 9.5 2.068.2 1,087

2回目 15 3.575.9 13 1.702.8 9.5 2.068,2 972.3

3回目 8 I,901.2 7 905.4 5 1,099.6 972.3

中耕作某 除草 .間引き 巾耕雷JJ作業 作業対象作物

作業両税 1ha当 作業 lha ) 作業 1ha当(ha) 労働巌 面椛 労働 血税 労働塵(人 .日) (ha) (人 . (ha) 一人 .日)

1回日 1.087 3.30 5 38 3.84 1.087 lt57 小麦中耕作物

2回目 972.3 3.68 538 3.84 972.3 I.75 巾耕作物

3L到日 972.3 2.0 538 2.04 972.3 0.93 小耕作物

紘 :1.前非高級社の概況｡ 93子労働力356名､ 女子労働jJ270名､役畜174蛸｡

男子労働力は397名だが､ うち老人 ･半人前の労働力は55名で一人桝の労

働力に換,印すると32名に相当する｡従って､374名,となる｡ だが､ 役筋網

田姿貝､ 炊郡安員､ 放牧要員に23名を肌かなければな らないので､ 93子

労働力は356名 となる｡ また､ 女子労働1Jは27047,､ 役畜は174好iであった｡

さらに､ 耕地両税1087haで､ その うち小麦 と祉麻の作付両横は 日4.7ha､

トウモロコシ､薬､ コウ リャンなど中耕作物の両税は972.3haであった｡

2. r作澄JVr要El数 ｣について｡架､ コウリャンの作付地は中耕除草各 3

臥 大豆､ トウモロコシの作付地は各 2回とすると､ 中耕作業は合計で

38日で完成する (6月 1日か ら7月7日まで)｡ 除草 ･間引き作業は､

婦人を配旧 し婦人の出勤率を95%とすれば､ 24EIJLilで完成するt とされ

ている｡

3.中耕作光の ｢所要 日数 ｣は染料中よりおおよその数字を示 した｡ 詳細

にはt r1回E7の作業は 14.5日､ 2回Elの作発は15-16日t 3回Elは 8

-9日で行い7月中旬には完成する｣とある｡

4.夏季作男における男女労働力の労働塵合計は 14,289人 ･El°

実科 : ｢中共噺 的児童貝会工作組 前非農業祉夏物工作研究｣,黒奄江日報1956

年 6月7日.
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集 団 炊 llI係 を 除 い て 圃 場 作 業 に 配 置 し､ 女 子を手 作 業 で 行 う除 草 ･

間 引 き に 配 荘 す る こ と に な っ た｡

a)b)両 方 か ら看 取 され る よ う に､ 1回 口の 作 業 は 小 変 を 含 む た め

作 業 面 榊 が 広 い た め､ 作 業 Etの 合 計 は 2 回 U と同 じだ が 1ha当 りの

作 業 血 は や や 少 な くな っ て い る. 2回 Uの 作 男 は Iha当 り作 男瓜 が

眉 も 多 い が そ れ は､ さ き に述 べ た よ う に rまl川 l的 に作 業 を 行 う (li目

引 き と追 肥 を 同 時 に 行 う ) ｣ か らで あ る｡ 1回 日 は ｢丁 寧 に行 う ｣

に も か か わ らず 2回 目 よ り少 な い の は､ 2回 臼が 作 業 内 容 の 増 加 に

ょ り作 業 感 度 が 高 ま っ た た め と考 え られ る｡ 3lg)口 は ｢作 業 進 度 を

加 速 す る J こ と に虫 き が お か れ た こ と と､ 架､ コ ウ リャ ン の み の 作

業 に な っ た た め､ す べ て の 数 値 が Lrtiも 少 な くな っ て い る｡

こ の よ う に､ 男 女 労 働 力 を 統 一 的 に 配 -hylL､ 特 に如 人 の LL''勤 率 を

高 め に 設 定 し､ しか も作 業 の ポ イ ン トを 定 め た と して も､ さ き に 触

れ た よ う に 1956年 の 夏 季 作 業 Etは 1955年 よ り和 え て い る こ と に 変 わ

りは な い の で あ る｡ 衷 15- 19に 示 した デ ー タ を 利 川 して､ そ の 相 加

の 意 味 を 図 15- 1よ り検 討 す る.

図 は 横 軸 に 申 桝 作 業 を 最 長 とす る (38日間 )夏 季 作 業 の 所 掌 日 数

を と り､ 縦 軸 に 労 働 崩 お よ び 畜 力 作 葉虫 の 果 械 El数 を と っ た｡ 婦 人

が 行 う 除 草 ･間 引 き 作 業 や 畜 力 作 業 が 途 中 で 水 平 に な っ て い る の は､

各 回 の 男 17-の 小 柳 作 業 盟 よ り少 な い た め､ 各 回 の 終 わ りの 部 分 は LI

が 増 え て い な い｡ そ して 図 中 上 部 に 1955年 の 合 計 作 業 鼠 (10,853人

･日 ) を 示 し た｡

図 に よ る と 1956年 の 作 業 虫 合 計 と55年 の 合 計 値 の 交 点 は 28E]目 に

き て お り､ も し1955年 の 夏 季 作 業 が 適 州 内 に 完 成 した と仮 定 す れ ば､

1956年 の 作 業 は 中 桝 ･除 草 作 業 の 2回 日 が 終 らな い う ち に適 州 を 過

ぎ て しま う の で あ る｡

1956年 の 作 業 の 結 果 に つ い て 資 料 に は 示 さ れ て い な い が､ 大 ざ っ

ば に 見 て も 中 桝 ･除 草 回 数 を 3回 に増 や す こ とや､ 2回 目 の 作 業 で

追 肥 作 業 な ど を 収 り込 む こ と は､ 通州 作 業 の 保 証 に 直 接 的 に影 響 す

る の で あ る｡

- 労働t合計 ･･中村H乍業 -隠車間弓悟 … 畜カ ーr-55年労組

化i

劇斗:fLly-lqJ･)作 な .
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* * *
総 じて､ 春 季 捕 縄 作 巣 に して も 夏 季 叫 排 .除 串 作 男 に して も､ 新

式 畜 力 脱 臭 に よ る作 業､ 典 約 的 な 戯 増 技 術 の 採用 は､ 労 働 力 の 根 絶

の 限 界､ 役 畜 の 皿 的 ,質 的 不 足､ 肥 料 な ど投 入 財 の 不 足 な ど が 解 決

さ れ な い 限 り､ い た ず ら に作 業 坑 と時 間 を 増 や す だ け に 留 ま り､ 逆

に作 業 通則 を 速 す る リス ク を 負 わ ね ば な らな くな る の で あ る｡

荊 第 9節 で は 二 つ の 作 物 に つ い て､ 本 邦 10節 で は 戯 繁 州 作 業 に つ

い て､ 改 良 技 術 が 実 際 に 実 践 さ れ た 個 別 耶 例 を 考 察 し､ そ の 技 術 的

リス ク が 検 討 さ れ た｡ そ れ は､ 言 い換 え れ ば 範 7節 ま で で 論 じた 個

別 の 改 良 技 術 の 作 業 編 成 上 の 問 題 を 考 察 した に留 ま っ て い た｡ 改 良

農 法 の 考 群 で も 触 れ た よ う に､ 個 々 の 技 術 改 良 は 全 体 と して 在 来 の

｢三 年 輪 作 ｣ を よ り多 様 な 輪 作 順 序 を 可 他 に す る た め の も の で あ っ

た｡ そ こ で､ 次 な る fとり雌 は､ 輪 作 様 式 の 改 変 を 作 う技 術 改 良 が 食 柁

増 産 政 蹄 と総 体 と して ど の 様 に 関 迎 し､ ま た そ れ が 実 際 の 収 瓜 に ど

の 様 に影 哲 し た の か を 明 らか にす る こ と で あ る｡ そ こ で､ 節 を 改 め

て 別 の gI例 か ら こ の 点 を 考 察 す る｡

dflSS, I

第 11ETJ 食 粗 増 産 政 韓 と技 術 改 良 の 関 迎 一 多 収 局 中 耕 作 物 の 作 付

拡 大 IHl腿-

こ れ ま で は､ 改 良 技 術 の 村 人 に よ り出 繁 州 作 男 の 通則 完 成 が 凶 難

に な る と い う 壬 と して 技 術 的 rH】腿 を扱 っ て き た｡ だ が､ 改 良 技 術 の

慮 終 的 な 意 識 は 輪 作 様 式 の 改 変 に あ る. 本 葬 の 考 察 で は そ の 特 徴 は

従 来 の 輪 作 脈 序 を伯 して､ 輪 作 順 序 の 組 替 え を 多 様 に す る もの で あ

っ た こ と を指摘 したC

ま た 食 掘 咽 産 政 坪 との 関 迎 で は､ 節 5編 節 10帝 で 初 級 社 に お け

る作 付 計 画 の 蹄 定 の 中 で､ 当 時 す で に 多 収 n作 物 で あ る トウモ ロ コ

シ の 作 付 拡 大 が 振 起 され て い た こ と､ そ れ が よ り商 品 的 性 格 の 強 い

大 豆､ 小 麦 さ ら に野 菜 な どの 作 付 け を 制 附 し､ JE!家 の 所 得 増 大 を 抑

制 す る 意 味 を 持 っ て い た こ と を示 した｡ 本 節 で も この 点 に つ い て､

引続 き安 定 多 収 iln作 物 の 増 産 が 目控 と さ れ て い た こ と を確 認 す るC

従 っ て､ 本 節 で は 輪 作 様 式 の 改 変 が 食 t.HLYl一雄 政 坪 -- そ の 具 体 化

と して の トウ モ ロ コ シ な どql耕 作 物 の 作 付 拡 大 -- とl対辿 して い る

Igl実 を 確 認 し､ 技 術 改 良 の 現 実 的 性 格 を解 EIJJす る こ と を課 題 とす る.

こ こ で は､ 先 山 ,m 和 平 郷 和 平 村 和 平 腐 蝕 社 の 耶 例 を 中 心 に

考 察 す る が､ そ の 煎 料 は 一 つ は 多 収 虫 作 物 の 作 付 拡 大 の 技 術 面 ･収

丑 面 で の 欠 陥 を 指 摘 す る も の で あ り (証 14)､ も う 一 つ は そ れ に 反

論 す る も の で あ っ た (証15). こ れ は r黒 滝 江 日報 ｣紙 上 で 行 わ れ

た論 争 で あ り､ 克 山 県 和 平 高 班 礼 と い う一 高 級 社 に 留 ま らな い､

高 級 祉 設 立 後 の 食掘増 産 改 鋳 に関 わ る 耶 例 と して 評 価 す る 必 要 が あ

るの で あ る｡

A)中 耕 作 物 の 作 付 拡 大 に関 す る論 争 の 機 業

ま す､ 先 山 R3業 試 験 場 の 指 摘 した関 原 の 論 旨 は､ ｢克 山 県 の 1956

年 の 食 樋 生 産 は､ 食 粗 増 産 の ため に一 様 に トウモ ロ コ シな ど中 桝 作

物 の 作 付 面 根 を 過 度 に拡 大 し､ 相 対 的 に 小 麦 ･大 豆 の 作 付 面 横 を 削

減 し た ｣ ｡ ｢た しか に､ 単 収 を 見 れ ば トウ モ ロ コ シ は 小 麦 よ り多 く､

1ha当 り750kg多 か っ た ｣ ｡ ｢しか しこれ は､ 克 山 県 の 条 件 で は 必 ず I.
.山｢

~
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L も 妥 当 な 増 産 措 置 で は な い｡ そ こ で､ 小 麦 の 作 付 を 拡 大 し､ 中 耕

作 物 の 面 椛 を 減 らす 必 要 が あ る ｣ と い う も の で あ っ た.

他 方､ 克 山 LJR人 民 委 員 会 (県 政 K.Fの 名 称 ) に よ る 反 論 の 主 旨 は r

1956年 の 小 安 作 付 面 損 の 絶 小 は､ 克 LLI,Q 全 休 で 小 安 の 傑 良 皆 瀬 品 種

の 種 子 の 劣 化 が 進 行 し､ 種 子 の 更 新 の た め､ 緊 急 避 責任的 に 小 麦 の 作

付 を 綿 小 さ せ た た め ｣ と言 う も の で あ り､ 先 山 JEI菜 試 験 場 の 指 摘 し

た よ う に 小 変 の 作 付 綿 小 と トウ モ ロ コ シ の 作 付 拡 大 と の 政 顕 指 韓 に

起 因 す る 相 互 rAJ係 を 否 定 す る も の で あ っ た｡

こ の 論 争 の も と に な っ た の は､ 農 業 試 験 場 の 側 が 示 した ｢トウ モ

ロ コ シ の 作 付 拡 大 と低 収 虫 作 物 で あ る 小 麦 の 縮 小 に よ り､ 中 耕 作 物

(トウ モ ロ コ シ の こ と 一一 菅 昭 ) の 面 棚 が 過 大 に な り､ か え っ て 畔

収 が 減 少 した ｣ と い う 事 実 で あ り､ そ の 代 表 的 rjt例 と して 克 山 県 の

和 平 合 作 礼 の 状 況 が 紹 介 さ れ て い る｡ ち な み に､ 和 平 高 級 礼 の 代 秦

性 と は ｢作 物 の 作 付 梢 成 が 一 般 的 な 合 作 社 を 代 表 で き る ｣ と い う 意

味 で あ っ た｡

以 下 で は､ 節 8節 の トウ モ ロ コ シ の 技 術 改 良 の 考 察 結 果 を 念 哲月に

班 い て､ ま た 究 山 脇 業 試 額 機 の 主 張 に も 'P実 芹呉鑑 が !!汚い と判 断 して､

そ の 考 察 を 進 め る こ と と す る｡

B ) 和 平 肩 紐 社 の 作 付 構 成 と夏 季 巌 繁 Jglの 通 州 作 業 保 証 問 題

ま ず 裏 15-20よ り和 平 高 級 社 の 1956年 の 作 付 捕 成 を 見 る と､ トウ

モ ロ コ シ の 作 付 面 椛 は 前 年 よ り94% 増 加 し､ 排 他 面 相 に 占 め る 比 盟

も約 2倍 に増 え て い る｡ 他 方 で､ 小 安 は じ肖聖地 に 作 付 け さ れ 部 分 を

含 め て そ の 面 横 は 493haに 急 増 して い る｡ 従 っ て トウ モ ロ コ シ の 作 付

拡 大 に よ り小 麦 の 面 損 が 綿 小 さ れ た と い う 小 突 は､ こ の 事 例 か らは

確 認 で き な い｡ しか し､ トウ モ ロ コ シ の 作 付 面 横 が ほ ぼ 倍 増 して い

る こ とか ら､ そ の 作 付 拡 大 が 政 熊 指 前 に よ る も の で あ っ た こ と は ほ

ぼ 問 追 い な く､ 少 な く と も そ れ を 否 定 す る こ とは で き な い｡

そ して､ 輪 作 の 間 煙 か らみ れ ば､ トウ モ ロ コ シ の 面 横 増 大 に 比 べ

て 小 麦 の 増 加 は 少 な く､ 既 存 の 耕 地 の 作 付 バ ラ ン ス は 大 き く変 化 し

表15-20 品級社における作付川戒の変化

(1955-56年､ 鬼山Il詩 仙平祐放祉 )

鈷7,

耕地両横 トウモロコシ 面梢比 小安 両横比 開墾地

(ha) (ha) (%) (ha) (%) (ha)

1955年 1494 256.97 17.2% 179.28 12.0

1956年 1764 500.49 33.5 222.61 14.9 2川(小麦捕碓 )

資料 : r各棚農作物耕種両税的比率怒様才打合適? 先山農業試験場｣,鵜噌江

日報1956咋 11月10臥
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た と い え よ う｡

次 に､ トウ モ tjコ シ が 拡 大 され た 1956年 の 夏 季 巾LJF.除 草 作 業 の

労 働 力 配 分 と適 糊 作 業 保 証 が fHl腿 と さ れ た｡ 先 山 腿 菜 E't駿 切 の 執 顎

に よ る貸 料 で は､ ｢克 山 地 区 は 土 地 が 多 く､ 労 働 力 が 少 な く､ 役 市

も 少 な い､ と い う 条 件 で あ る た め､ 中 耕 ･除 草 作 物 が 多 くな る と､

通則 作 業 が で き な くな る ｣ と さ れ た｡

表 15- 21a)よ り各 作 物 へ の 男 女 労 働 力 の 配 分 状 況 を 見 る と､ 男 子

は 炊 事､ 肥 料 作 り､ 役 畜 の 飼 育 作 業 に 一 部 を 配 粧 し､ 粘 りは 各 作 物

に配 置 さ れ た｡ 同 表 の 託 に も 示 し た よ う に対 人 労 働 力 は 特 に 手 作 男

の 多 い 小 安､ テ ンサ イ､ 水 稲 に 配 置 さ れ た｡

こ う し た 状 況 を 指 ま え て 農 業 試 願 場 の 筆 者 は､ トウ モ ロ コ シ の 作

付 拡 大 の 中 桝 ･除 草 作 業 州 の 労 働 力 利 用 へ の 彩 背 を検 討 して い .る｡

ます､ 和 平 高 級 社 の 実 際 か ら 男 子 1人 当 りの 作 業 分 担 面 椛 を計 Ty-し､

次 に 除 草 作 業 の み に つ い て 1人 1日 当 りの 作 業 可 他 所 榊 を 提 示 し､

そ こ か ら小 女 と トウ モ ロ コ シ を 含 ん だ ILJ桝 作 柏 の 除 印 作 誰 の iilJ-r班l｣

数 を 打 出 して い る (衷 b)参 照 )0

そ の 結 果 に よ る と､ 除 草 作 業 の 1回 目 と 2回 Elと も に 中 耕 作 物 の

方 が 5 ･6日 間 作 業 が 長 くな っ て い る｡

実 際 に は､ 和 平 高 級 社 で は 6月 8日 に 中 排 作 物 の 除 草 作 業 を 開 始

した の で､ 第 2回 目 は 8月 4 日 に 終 了 す る こ と に な っ て い た｡ た だ､

婦 人 が 参 加 し た の で 7月 末 に は 完 成 し た｡ だ が ｢作 物 の 成 長 か ら見

る と 7月 15日 ま で に 中 桝 除 草 作 業 を 終 了 す る 必 要 が あ っ た ｣ と さ れ

た｡ 中 桝 作 物 で あ る トウ モ ロ コ シ と ジ ャ ガ イ モ 1,196haの う ち､ 7月

15日 ま で に ElJ排 と除 草 各 2回 を 完 成 し た 面 iJlは 32.3% で､ 触 り67.7

% が 未 完 成 で あ っ た と い う｡ つ ま り､ 中 JJl作 物 の 面 伯 が 大 き か っ た

た め に通 則 作 業 が 出 来 な か っ た の で あ る｡

こ こ ま で は､ 前 節 で 考 察 し た も の と結 論 的 に は 同 じで あ る が､ 和

平 高 級 礼 の 耶 例 で は､ 適州 を 外 れ た こ と に よ る 減 産 が 報 告 さ れ て い

る｡

無 論､ こ の 作 業 時 州 の 遅 延 と減 産 の 関 係 に は 1956年 の 省 内 全 域 的

鋸ア

衷15-21 高級社における耕地利川 と労働力配分

(1955-56年ー 曳山iR itl平Tr7.1級祉 )

a)作物別 ･性別の耕地 ･労働力配分状況

作物 トウモロコシ 小麦 テン†イ 水稲 莱 大豆 その他作物 炊邪 .腐朽･肥料作 り 合計

作付両横 500ha 493 50 30 255 209 262 1.764ha

EP耕有撫 有 り 有 り 和 り イJり

91子 ト 288人 う 22人 311人

紘 :1.小安作付而fn492.606haの うち､l状′l-･k)日出222.606ha､新税けり坦地270ha｡

2.その他作物とは､捕吏､ ジャガイモ､ コウ リャン (261.51ha)でいずれ

も中耕を必要とする作物である｡

3.水稲 (30ha)､ テンサイ (50ha)は トウモロコシ ･小麦 より手作業が多

いので127名の女子労働力はすべて水稲､ テンサイに配分された｡

I.
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b)作物別中耕 ･除草作業の所輩作業日数の比較

合計 小麦 巾耕作物 データ貸:出方法または出所

男子 1人当り耕地面械 6.125ha I.l2ha 5.Oha 作付h'硯÷288人

1人当り除草 .中耕 5,Oha 6.25ha 木表Yt料による

作業分担両税 ①小麦作業は4名で20haを分担.(診巾耕作物は小麦の1.25倍を安する.

除草作業 1人 1日当り 0.2ha 木表染料による
作光可1JLE両横 除草作繋面fliLha

1山l｣ 1日当r)作光面相 (

2回E] 0.25ha 1Lfil目5名､ 2回日4名 )より男山.

1人当り除噂作2-El数 25El 3TEl ,1人当り分担l両紙1回目 ÷除草 1人 1日当り

註 :中耕作物 とは表 a)で中耕作業有 りとされた トウモロコシ一 乗､大豆及びそ

の他の作物を指す｡

資料 :表 15-20に同 じ｡

鋸/

な 悪 天 候 も影 背 して い た｡ 克 山 県 で は､ 捕 柁 作 業 JIJlは､ 低 混､ 降 水

不 足 に よ り水 分 蒸 発 が 多 くな り､ 風 害 も 発 生 した｡ と こ ろ が､ 6月

以 降 は 迎 日 の 陣 fmに 見 i'.ltわ れ た｡ 6月 の 降 雨 日数 は 18日､ 7月 は 27

日､ 8月 は 14日､ 9月 は 18日 で､ そ の た め､ 日照 不 足 と排 他 の 排 水

不 良 が 作 業 進 行 と収 Etに 影 守 した と い う｡

しか し､ 資 料 で は 天 候 よ り も 中 排 作 物 の 作 付 拡 大 に 起 因 す る も の

と して 報 告 さ れ て い る｡

例 え ば､ 範 3生 産 隊 で は 大 豆 を 塑 立 て を行 っ て 播 種 ( ｢札J種 ｣ )

した が､ 大 豆 を 前 作 の 雅 を利 用 して 作 付 け した 隣 IBす る 節 2生 産 隊

よ り第 1回 目 の 除 草 作 業 の 開 始 は 7日聞 遅 れ､ そ の た め 1ha当 り60

3kg減 産 した と い う｡ ま た､ 第 1生 産 隊 で は 大 豆 の 一 部 の 2回 目 の 除

草 作 業 が 5 日lij】遅 れ た た め､ 1Ila当 り523kg減 産 し､ さ らに､ 60.7%

の 面 相 の 排 他 で rP桝 ･除 草 作 業 が 適 州 に行 え ず､ 減 産 した と い う｡

トウ モ ロ コ シ に つ い て は､ 単 に 1956年 1年 の 閲 は で は な く､ 中 排

作 物 全 体 の 作 付 両 税 が 拡 大 さ れ て 来 る LPで 旭川=乍業 が 保 証 で き な く

な り､ ili収 は 長 期 的 に減 少 して い る こ とが 示 さ れ た｡ 特 に排 他 両紙
に開 聖 に よ る 拡 大 に よ り増 産 は して い る が､ 坤 収 水 準 は 伸 び て い な

い と さ れ た (衷 15-22参 照 )｡

以 上 で, トウ モ ロ コ シ を は じめ とす る 中 耕 作 物 の 作 付 拡 大 が､ 適

期 作 業 の 保 証 を 困 難 に し､ そ れ が 収 血 の 低 下 に結 果 す る こ とが 考 祭

され た わ け で あ る｡

C ) 中 排 作 物 の 作 付 拡 大 と輪 作 fijjfEi

前 項 で 見 た こ とは 基 本 的 に は 前 節 で 見 た こ と と同 次 元 の 問 題 で あ

っ た が､ 状 に 中 耕 作 物 の 拡 大 が 合 理 的 輪 作 を 阻 害 して い る 点 に つ い

て 考 察 す る｡

ま ず､ 克 山 腿 業 試 験 機 の 筆 者 は 小 麦 の 作 付 面 fllが 紺 小 さ れ る こ と

に よ る地 力 減 退 fHJ腿 を指 摘 して い る｡

当 時､ 克 山 県 で は 3機 頬 の 捕 椎 前 の 排 起 作 業 が あ っ た｡

箱 1は 小 安 収 楼 後 の 晩 夏 桝 起 作 業 で あ っ た｡ こ の 作 業 の メ リ ､ソ ト
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表15-22 鬼山県 和平村 における トウモロコシtrl.収の推移

解放 iiiJJ 庄助鮎1 (同村平均) 初級祉(1955咋 )

トウモロコシ単収(kg/ha) 2.m7.5 1.575.0 fl.000,0) I.635.0

賃料 :裁15-20に同 じ｡

百 行

は 小 論 の 本 章 節3節 で 見 た も の と全 く同 じで あ っ た｡ つ ま り､ 秋 季

に排 起 を 行 う と収 機 州 を 血 な っ て しま い 労 働 力 と役 畜 の 調 達 が 困 難

に な る が､ 幌 夏 排 起 は こ の 間 題 を 回 避 で き る こ と｡ さ らに秋 の 前 に

桝 起 す る こ と で 秋 季 の 亭m水 を 大 恩 に上 中 に貯 蔵 し､ 春 期 の 乾 燥 に 耐

え る こ と が 出 来 る｡ ま た､ 雑 草 の 発 芽 防 止 効 果 が 高 い こ と が 挙 げ ら

れ て い る｡

第 2の 秋 季 ))[起 は､ 秋 季 収 機 後 の兜モ邦Ju=;りは 30日 と非 符 に短 い し､

収 機 後 も 脱 穀 ･調 整 作 業 が あ る た め 忙 し く､ 排 起 作 業 を行 う に は 限

界 が あ る｡ さ ら に､ 秋 季 排 転 は 水 分 保 持 や 雑 草 消 減 の 効 果 が 碗 夏 排

超 よ り小 さ い と い う 欠 点 が 挙 げ られ て い る｡

約 3は､ 春 季 桝 起 が あ るが 乾 燥 の た め しば しば 作 物 をJnな う こ と

が あ る と さ れ た｡

従 っ て､ 無籍相聞 が 短 く､ 平 年 で は 春 季 が 乾 燥 して い る克 山 ,Q で

は 腕 夏 桝 起 が 一 路効 架 的 で あ る と され る｡ つ ま り､ ｢小 変 の 作 付 面

fllの 比 血 が 小 さ け れ ば､ 桝 起 を行 うLJF地 も限 られ て く る｡ 先 山 地 区

で は､ 桝 地 は 1 ･2年 に 1回 は 緋 起 .表 土 破 砕 を す る 必 要 が あ り､

3年 以 上 間 隔 が 開 い て し ま う と減 産 す る か ら､ ど う して も 小 麦 の 作

付 面 機 を 拡 大 す る 必 要 が あ る ｣ の で あ る｡

そ して ｢小 変 の 耐 紳 病 品 種 も開 発 ･普 及 さ れ､ さ ら に捕 碓 方 法 ち

密 偵 に改 め られ､ 小 変 の 単 収 も 引 き上 げ られ ｣ て お り､ 克 山 県 で 小

麦 を 作 付 て も､ 安 定 多 収 虫 を 期 待 す る こ とが 可 能 で あ る と い う｡

こ の よ う に 小 麦 の 作 付 け を 一 定 維 持 す る こ とは､ 地 力 維 持 と増 産

の 観 点 か ら必 要 で あ り､ 経 済 的 合 理 性 が あ る と主 張 さ れ た｡

だ が そ れ に 対 して､ 克 山 県 人 民 委 員 会 は 小 麦 の 作 付 拡 大 の 閲 RZi点

と して､ 策 1に 小 麦 の 作 付 面 煩 を 増 や す と 1ha当 り1915元 の 生 産 丹

用 増 が 発 生 す る と して い る｡ こ の 内容 は 不 明 で あ る が 恐 ら く上 記 の

優 良 品 種 種 子 の 踊 入 丹 用 な どで あ ろ う｡ 第 2に､ ｢小 麦 作 付 地 が 増

大 す る と､ 悦 夏 桝 起 作 共 面 根 が 拡 大 し軌 壮 な 畜 力 が 必 要 と な るo 畜

力 間 脳 の 解 決 な しに 小 変 作 付 面棚 を拡 大 で き な い ｣ ｢そ こ で､ 57年

の 小 変 作 付 面 fllの 比 虫 は 総 作 付 面 棚 の 21% にmJえ る の 力t適 当 ｣ で あ
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る と 反 論 して い る｡ しか し､ こ の 閲 腿 は 通 則 の 短 い秋 季 桝 起 あ る い

は 春 季 耕 起 作 業 で は よ り深 刻 に な る の で あ る か ら､ 桝 起 を 梅 坪 行 う

こ と を相 場 す る 改 良 は 術 全 休 に対 す る ful腿 Jh!起 に 過 ぎ な い｡

* * *
次 に トウ モ ロ コ シ の 作 付 面 iJlを 拡 大 す る こ と に よ る 輪 作 上 の デ メ

リ ､ソ トが､ す で に触 れ た r;JREi点 を 含 め て､ 以 下 の 3点 に破 っ て 斑 やl!

さ れ て い る｡

発 1は 輪 作 の LFt*も 基 本 的 な 迎 作 の 回 避 が 別 難 に な る 点 で あ る｡ 一

般 的 に 言 え ば トウ モ ロ コ シ は 小 麦 よ り収 取 が 高 く､ 安 定 して い る｡

しか し､ 和 平 高 槻 社 で は トウ モ ロ コ シ の 作 付 面 相 を 33･5% に高 め た

た め､ 迎 作 や ｢い や 地 ｣ に よ る 減 産 の 可 能 性 が 山 て い る と い う｡

具 体 的 に 見 る と､ トウ モ ロ コ シ の 迎 作 地 が 59haあ り､ 1Ila当 り22

1kgの 減 産 が 予 測 さ れ て い る｡ ま た､ 低 湿 地 に トウ モ ロ コ シ を作 付 て

しま っ た 測 地 は 35haあ り､ 水 苔 の た め に 収 雌 で き な か っ と い う｡

第 2は､ 他 の 作 物 の 段 繁 州 作 共 へ の 影 響 が 発 生 す る 点 で あ る｡ 汽

料 に よ る と ｢トウ モ ロ コ シ は 早 く苗 が 成 長 す る の で､ 第 1回 Elの (]l

耕 除 草 作 業 は 早 め に 行 う 必 要 が あ る｡ 弟 2回 日の 作 業 も遅 くな る と､

苗 を 痛 め る 可 能 性 が あ る｡ そ こ で､ 中 耕 除 草 作 業 の 順 番 は､ 必 然 的

に ま ず トウ モ ロ コ シ ･コ ウ リ ャ ン の 作 業 を 行 い､ あ と で 大 豆 の 作 業

を 行 う こ と に な る｡ これ は 伝 統 的 な 中 桝 除 草 作 業 の 順 番 で あ る ｣ と

い う｡

和 平 高 級 社 で は こ の 順 序 に した が っ て 中 桝 ･除 草 作 業 を 行 い､ ｢

6月 20日 か ら 1回 目 の 大 豆 の 中 桝 除 草 作 業 を 行 っ た｡ 7月 15日 に は

209haの う ち 2回 目 の 作 業 が 終 了 して い た 大 豆 は 3.5llaの み で､ 架 は

2回 目 の 作 業 が 終 7 して い た の は 225ha中 16.5haに 過 ぎ な か っ た ｣ と

い う｡

第 3は､ 収 丑 か らみ た 場 合 の 大 豆 の 作 付 面 机 の 縮 小 を 防 止 す る こ

との メ リ ッ トで あ る｡ 言 い換 え れ ば そ れ は､ トウ モ ロ コ シ の 拡 大 に

よ り大 豆 を 組 み 込 ん だ輪 作 を 行 う 面 横 が 縮 小 す る こ と の デ メ リ ､ソ ト

の 問 題 で あ っ た.

払E-

ま ず､ 大 豆 - トウ モ ロ コ シ と い う輪 作 で は､ 小 麦 - トウ モ ロ コ シ

の 輪 作 よ り370kglha当 りの 収 良 が 高 くな り､ ま た 大 豆 - 小 麦 と い う

輪 作 は､ トウ モ ロ コ シ→ 小 麦 よ り46kg揃 くな る と い う｡ だ が､ ｢和

平 高 扱 社 で は 大 豆 の 作 付 両 横 が 全 体 の 13.3% しか な い の で､ 7年 に

1回 しか 大 豆 が 作 付 で き な い こ と に な り､ 大 き な 捌 尖 が 生 じる ｣ と

さ れ た｡

第 1点 は 各 地 域 の 耕 地 条 件 に応 じた 適 地 適 作 を 実 現 す る 問 題 も あ

る が､ 全 体 の 作 付 相 成 と して み れ ば トウ モ ロ コ シ の み を拡 大 す る の

は 輪 作 の バ ラ ン ス を 崩 す こ とが 問 腿 と さ れ て た｡ 2点 E7は さ き に塞

15- 21で 検 討 した こ とを さ ら に 中 耕 作 物 内 部 の 過 料 作 男 問題 と して

解 説 した も の で あ る. 第 3点 も輪 作 の l糊腿 で あ る が､ こ こ で 触 れ ら

れ て い な い も の の 大 豆作 を減 らす こ と は､ iliに収 Llnの rE!l腿 だ け で な

く､ 豆 科 植 物 に 兆 迎 す る 地 力 維 持 効 娘 の 利 川 を減 らす IEu腿 が 存 在 す

る｡

* * *

面 椀 が 克 山 県 で 政 坪 指 宙 に よ っ て 拡 大 さ れ た こ と の 影 響 を 和 平 高 級

社 の 事 例 か ら考 察 して き た の で あ る が､ そ こ で は､ 第 1に トウ モ ロ

コ シ の 作 付 拡 大 は 特 に夏 季 虚 栄 抑 作 業 の 適 川J内 完 成 を 危 う く し､ そ

れ が 減 産 に結 果 す る こ と､ 第 2に改 良 技 術 は 碓 々 の 技 術 の 改 良 に よ

っ て 従 来 とは 異 な る 多 様 な 輪 作 様 式 を 可 舵 に す る 特 徴 が あ っ た が､

現 実 に そ れ が 中 耕 作 物 の 作 付 拡 大 と して 行 わ れ る と､ 秋 季 及 び 春 季

の 緋 起 作 業 問 題､ 迎 作 の 発 生 や 大 豆 作 の 梢 牡 な ど に よ り､ デ メ リ ッ

トが 大 き くな る こ とが 指 摘 さ れ た｡

総 じて 論 争 の 場 と な っ た克 山 県 の 事 例 で は､ 在 来 戯 法 の 改 良 は 邪

実 上 有 効 な 選 択 で は な く､ 在 来 段 法 が よ り現 地 の 自然 条 件 や 高 級 祉

(行 政 村 ) の 労 働 力､ 畜 力 の 条 件 に適 合 して い る こ とが 明 らか に な

っ た の で あ る｡

D)高 級 社 に お け る作 付 状 況 と作 付 計 画 の 決 定 安 国
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前 項 ま で の 和 平 高 級 礼 の 郡 例 を 通 じ た 克 山 JIS菜 試 験 切 の 執 筆 者 の

主 張 は､ 高 級 社 に お け る 作 付 け す る作 物 の 選 択 は 主 と して 上 か ら下

達 さ れ る 食 柚 生 産 計 画 に 規 定 さ れ て い た こ と を発 端iと して い たO

だ が､ 再 度 克 山 県 和 平 高 級 社 の gl例 を 撮 り過 る な らば､ 国 家 の

作 付 計 画 が トウ モ ロ コ シ な どの 作 付 面 棚 の 拡 大 を T安 謂 し､ 他 方 で 様

々 な デ メ リ ッ トが 生 じた わ け で あ る か ら､ 帯 紐 礼 の 瓜 柊 的 な 作 付 計

画 の 決 定 ま で に は 当 然 国 家 引 画 以 外 の 考 J,Cも 働 く可 柁 性 の あ る こ と

が 考 え られ る｡

従 っ て､ 本 項 で は､ 高 級 礼 の 作 目決 定 が 国 家 の 食 槻 生 産 計 画 に 規

定 さ れ こ と を 確 認 す る ば か りで な く､ そ れ が 作 付 決 定 の 上 で ど の 様

な 位 置 に あ っ た の か を も 考 察 す る こ と を 誹 腿 とす る. 本 項 で は 2つ

の 酌 例 を 考 察 す る｡

こ こ で は､ 資 料 と して これ ま で 利 用 して き た ｢黒 竜 江 日 報 J で は

な く､ 1958年 に 出 版 され た 中 共 黒 滝 江 省 委 員 会 財 政 貿 易 部 編 の 資 料

を 用 い る (註 16)｡ 扱 うgt例 は 2つ の 高 級 礼 の 個 別 -m 例 で あ る が､

架 砲 江 省 の 政 熊 当 局 の 編 典 し た 一 定 オ - ソ ラ イ スVb の と して 位 置 づ
つJhた_

け て 分 析 す る こ と とす る｡

最 初 の 事 例 は 双 城 県 東 宮 郷 栄 華 高 城 社 の も の で あ る (註 17)｡

1956年 に設 立 され た 東 華 高 級 杜 の 1955年 以 降 3年 間 の 作 付 梢 成 を

表15-23a)よ り見 る と､ こ う した 作 付 構 成 の 決 定 の 特 徴 と そ の 原 因

につ い て 資 料 で は 以 下 の よ う に示 され て い る｡

ま ず 大 豆 は 国 家 計 画 と買 付 価 格 に よ っ て 作 付 面 税 が 例 え ば 1956年

に は 6.5%増 大 した｡ 価 格 に つ い て は 生 産 コ ス トに 見 合 っ た 価 格 水 準

で あ っ た た め 高 級 社 と して 拡 大 を 選 択 し た と い う｡ こ う して 食 掘 作

物 の 中 で は 屈 大 の 面 積 シ ェ ア を 占 め る こ と に な っ た｡

次 に トウ モ ロ コ シ で あ る が､ 買 付 価 格 が 低 い た め に 両 横 が 減 少 し

た が､ 単 収 が 商 い の で 国 家 計 画 を 達 成 す る た め に面 梢 が 一 定 に 維 持

され た と い う｡ ま た､ トウ モ ロ コ シ の 茎 幹 は 社 員 の 家 庭 用 燃 料 に な

る の で そ の た め に も 面 積 が 維 持 さ れ た と い う｡

コ ウ リ ャ ン は 社 員 の 飯 米 と畜 産 用 飼 料 を 確 保 す る た め に 減 少 した

861)

裁1卜 23 1号■ん級柑 こおける作付柵炎と作物地 盤･因

a)双城軒もD!亨L7EA･T級祉 川叫II.:作付lW月ha､対総作付mli比､仙川指数 %)

捻作付両横 食楓作物 大豆 トウモロコシ コウリャン 莱 小麦

1955年 1,292 1.21494.0338 26.2 391 30.3 190 什了 207 16.0 51 4.0

1956年 1.36l 1.222 89.8 さ川 26.4 320 23.5 184 13.6 213 15.734 2.5

1957年 1.361 1.191 87.538828.5 33l 24.3 176 12.92日 lT.934 2.5

56年対55年増加率 5.4 0.7 6,5 -18.1 -2.7 2.g -33.3

57年対56年増加率 0.0 -2.5 7.7 3.3 -4.6 日.5 -1.8

面棚 f持輩凶 LfJ家計斬自給削() 自給目的 自給目的

面梢拡大要囚 国家計画員付価格 国家計画

両横減少要因 田村仙格 買付価格耕地条件



b)綜化県 二純高級祉

捻作付面積 会場作物 大豆 トウモロコシ コウリャン 巣 小麦

1954年 n6 707 82,8 113 13.3 56 6.6 121 14.1 l32 15.

1955年 87.0 73 135

1956年 854 773 90.5 日5 20.5 91 10.6 131 l5.3 97 日

56年対54年増加率 -0.Ol 9.3 54.3 62.4 8.3 -26.9

両税純枯野囚

面横拡大安国 tif家計酌

面積減少要因 国家計画

註 :b)の作付両横および比重の空欄 (一記号)は不明｡

賃料 :中共惑砲江省委員会財政貿易部窮 ｢黒頓狂省農村経済変化典型弧査｣,黒竜江人民出版社,

1958年より作成｡a)は同書PP24-41tb)はPP64-84による｡

許67r
とは い え 両 横 が 維 持 され た と い う｡

粟 も 自給 Jl]の た め 面 損 は 大 き く変 わ らな か っ た が､ 国 家 計 画 に よ

り面 柏 が 微 和 した｡

小 変 は 買 付 価 格 が 不 利 で あ る こ と と高 級 社 の 耕 地 の 土 質 が 適 さ な

い た め 面 机 が r鼓も少 な くな っ て い る｡

こ の よ う に､ 高 級 社 の 作 付 構 成 は 各 作 物 の 作 付 決 定 に閲 わ る政 席

的 お よ び 綻 折 的 諸 賓 因 の 相 互 作 用 の 結 果 と して 決 定 さ れ て お り､ 特

に 国 家 計 画 と 国 家 の 日 付 価 格 水 準 が 主 た る安 因 に な っ て い る｡ トウ

モ ロ コ シ は 面 椀 は 減 少 した も の の､ そ の 作 付 面 filの 決 定 に影 響 した

要 因 は 最 も神 経 で､ 坤 に 国 家 計 画 ば か りで な く高 級 祉 独 自 の 判 断 に

よ り日 付 価 格 や 副 産 物 の 爾 要 が そ れ ぞ れ 面 材l綿 小 と両横 維 持 と い う

逆 の ベ ク トル を 持 っ た要 因 が 考 慮 さ れ て い る の で あ る｡

しか し､ 食 槻 作 物 の 内 部 梢 成 を 見 る と小 変 が 非 常 に 少 な く しか ち

面 横 は 減 少 して お り､ 言 い換 え れ ば rい耕 作 物 が 大 部 分 を 占 め て い る

の で あ る か ら､ 労 働 力､ 役 畜 の 保 有 状 況 次 雄 で は､ 改 良技 術 の 普 遍

的 採 用 も 戯 し く な る こ とが 推 測 さ れ る｡

* * *
二 つ 目 の fLt例 は 綜 化 県 二 龍 高 級 社 の もの で あ る (註 18)｡ 同 様

に表 15-23b)に よ っ て そ の 作 付 面 楠 の 変 化 と そ の 原 因 を考 察 し よ う｡

た だ､ こ の 汗 料 で は 食 柑 作 物 全 部 につ い て の デ ー タ が な く､ 大 豆 を

除 くデ ー タ の あ る作 物 の 面 積 を合 計 して も捻 作 付 面 輔 の 57･7% に し

か な らな い｡ 従 っ て こ こ で は 全 体 的 な 作 付 偶 成 に 関 す る考 察 は 不 可

能 で あ る｡

ま す､ 高 級 礼 の 作 付 決 定 に つ い て 資 料 で は､ 1956年 の 高 紋 祉 設 立

後 は ｢国 家 計 画､ 会規 生 産 を 主 とす る 方 針､ 特 に 単 収 の 商 い作 物 の

作 付 け拡 大 が 田 徹 し易 くな っ た ｣ ｡ ｢従 っ て､ 食 耀 作 物 の 作 付 け 面

積 が 拡 大 した ｣ と述 べ られ て い る｡

例 え ば､ ｢以 前 は 巌 家 が トウ モ ロ コ シ の ‡=寸価 格 が 低 い の を 嫌 っ

て 自給 分 以 上 は 作 り た が らな か っ た｡ ま た テ ンサ イ は 価 格 が 高 い の

で 農 家 の 作 付 け は 国 家 計 画 を 超 過 して い た ｣｡ と こ ろ が 高 級 社 が 設
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立 さ れ て か らは ｢い づ れ も 国 家 計 画 に 泊 っ て 作 付 さ れ る よ う に な っ

た ｣ と い い､ ｢小 麦 も 多 収 m 作 物 の 生 産 奨 hi17の た め に､ 作 付 け 両 川

が 減 少 し た ｣ と い う｡

つ ま り､ 二 純 高 紋 社 で は 高 級 社 が 設 立 さ れ て 以 降､ 多 収 血 作 物 の

作 付 を 奨 励 す る 生 産 計 画 が そ の ま ま 実 行 さ れ て､ トウ モ ロ コ シ の 作

付 面 欄 の 1.5倍 へ の 増 加､ 小 麦 の 27% の 削 減 な ど が 実 現 した の で あ る｡

だ が､ そ れ 以 外 の 作 物 で は 必 ず しも 国 家 引 画 の み に よ っ て 作 付 け

が 決 定 さ れ た わ け で は な か っ た よ う で あ る｡ 例 え ば､ コ ウ リャ ン と

粟 の 作 付 け は 主 と して 副 産 物 を飼 料 と して 利 用 す る観 点 か ら決 定 さ

れ て い た｡ 一 般 に 当 地 で は 馬 1蛸 に年 間 1ha分 の 粟 の 基 幹 が 必 要 で

あ っ た｡ 例 え ば､ 当 地 で は 1954年 に は 偶 128!jijfiに 対 して 柴 作 付両Fllが

120ha､ 砧 級 祉 設 立 後 の 1956iFも馬 134紺 に 対 して 棄 作 付 け 130haで あ

っ た｡ そ の た め､ ｢国 家 の 棄 買 付 け が 考 慮 さ れ て い な い ｣ こ と が l臼｣

題 と な っ て い た｡

こ の 耶 例 か らみ る 限 り､ 国 家 の 生 産 計 LllA-が 比 校 的 土■l手放さ れ た 稲 紬

礼 で も､ す べ て の 作 付 け が 計 画 通 り に 行 わ れ る こ とは な く､ 高 級 礼

と して は せ い ぜ い並 点 作 物 あ る い は 主 た る 減 皮 対 象 と な っ た作 物 の

計 画 を 遵 守 す る が､ そ れ 以 外 で は や は り独 自 の 判 Wrで 作 付 け を 決 定

す る 場 合 も あ っ た の で あ る｡

* * *
以 上 の 二 つ の 事 例 で は 作 付 構 成 と作 物 の 稲 作 様 式 との 関 連 は 明 ら

か に 出 来 な い｡ だ が､ 国 家 生 産 計 画 の 下 達 が あ り､ か な りの 程 度 高

級 社 の 作 付 け 決 定 に 影 響 す る の は 確 か で あ っ て も､ そ れ が 全 て で は

な く独 自 の 経 済 的 判 断 (買 付 価 格 と生 産 コ ス ト) や 社 内 の 自給 的 消

費 帝 要 (飯 米､ 飼 料 ) も 程 度 や 作 物 の 追 い は あ れ 作 用 して い た の で

あ る｡

こ こ で 表 151 24よ り食 樋 作 物 な ど の 副 産 物 生 産 の 意 味 を 概 観 して

お こ う｡ 資 料 の 制 約 に よ り1950年 代 の 数 字 が !拭い が､ 30年 代 と 60年

代 に つ い て 1ha当 りの 収 良 と評 価 緬 を 作 物 Ialで 比 較 して み た｡ 虚血

で み る と どの 作 物 と利 用 可 能 な 副 産 物 を 得 る こ と が 出 来 る｡ 評 価 4gi

訂7/I

衣15-24 各純金粗目物の農副産物生敵吊および刑 nWI(参考表)

(lliは:並居kか/ha､評佃捌臼円/ha或は元/ha)

小麦 大豆 トウモロコシ 来

主産物 EilJ産物 蛸 勿 副産物 丑塗物 副産物 主産物

1.307 1,357 I.382 l.784 ).690 3,5J2 l.545 2.756

92.23 2.24 56.94 5.M 55.93 9.57 47.l2 12.47

loo.0 lOU.0 61.7 260.3 60.6 427.2 5Ll 556.7

1,643 J.718 934 998 2,241 2.580 1.264 l,965

39),I 49.4 240.6 26.9 376.4 52.l 213.3 99.6

100.0 100.0 6L.5 54.5 96.2 lob.5 54.5 201.6

註 :1.老･11の ｢格差｣とは小麦を100とする各作物の喜､帥愉指数｡

2.｢評価新｣の恥位は1934年はIEl日本円/ha､1965年は人民元/ha｡

貿料 :①満州伺産業部大庄官房資料料 r克山地方農家粉剤 ,1934年,付表およびp78より作成｡

②農牧漁英知 r農業紛碓 料 (1949-1983)A,1983年,pp458-463･より作成｡
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で み る と 当 然 主 産 物 の 金 称 が 高 くな る が､ こ こ で は LJLた い の は 次

の 点 で あ る｡ 主 碓 物 の LIi位 面 梯 当 りの 評 価 WIが 高 い の は 小 変､ 大 豆､

そ して 増 産 政 蹄 の 対 象 と な っ た トウ モ ロ コ シ で あ っ た｡ だ が､ こ う

した 改 鋳 論 争 の 対 象 とな らな か っ た 粟､ コ ウ リャ ン な どは 主 産 物 の

評 価 額 は 小 変 の 半 分 で あ る も の の､ 副 産 物 で は 大 幅 に 高 くな っ て い

る｡ 用 途 か らみ て も 粟 は 飼 料 と して､ コ ウ リ ャ ン は 屋根葺 き､ 垣 根

の 材 料､ 副 業 の )前科 な ど と利 用 仙 伯 が 大 変 揃 い こ とが わ か る｡ 特 に

コ ウ リャ ン は 30年 代 に は ｢燃 料 と して も 高 価 に売口 さ れ､El産 物 中､

副 産 物 と して 其 の 主 位 を 占 め て い る J と さ れ て い た (証 19)C

こ の よ う に､ 作 付 構 成 の 変 更 は 単 に 社 員 の 現 金 所 得 に影 背 す る ば

か りで な く､ 畜 産 は も ち ろ ん､ 木 材 調 達 の LBl難 な 規 相 江 省 の LEl繋 地

相 に お い て そ の 生 活 お よ び 汽源 利 川 に 大 き な 彫 背 を '5-え か ね な い の

で あ る｡

従 っ て､ 回 家 計 祖 に した が っ た トウ モ ロ コ シ の 作 付 拡 大 は 硯 金 所

得 の 和 大 に と っ て は マ イ ナ ス に作 用 す る し､ 時 と して 社 員 の 自給 用

の 副 産 物 の 生 産 を も 阻 害 して しま う 可 能 性 が あ っ た の で あ る｡

第 12節 本 章 の ま とめ

本 章 で は 1956年 に な っ て 黒 奄 江 省 の ほ ぼ 全 域 で 高 級 社 が 設 立 さ れ

る 時 期 に 捉 起 さ れ た､ 食 耀 増 産 の た め の 改 良 技 術 の 内 容 を､ ま ず 在

来 農 法 の 特 徴 と比 較 し (第 1-7節 )､ 続 い て 高 級 社 に お け る 実 態

上 の 問 題 点 を 考 察 した (第 8 - 10節 )｡

そ して､ TTti後 に そ れ と高 級 社 に 下 達 さ れ た 食 指 生 産 計 画 が 実 際 は

トウ モ ロ コ シ な どの 多 収 虫 中 耕 作 物 の 作 付 拡 大 を 内 容 と して お り､

そ れ を 実 行 し た 場 合 に減 産 を 招 くば か りで な く輪 作 順 序 も 渦 乱 さ せ

る こ と を 考 察 した｡ こ う した 欠 陥 を 持 つ 生 産 計 画 自休 に つ い て は,

実 際 に は 技 術 的 限 界 だ け で は な く､ 高 槻 祉 内 部 の 様 々 な 郡 情 に よ っ

て も 左 右 さ れ る も の で あ っ た こ と を 分 析 した (節 目 節 )｡

こ こ で は こ れ ま で の 考 察 の ポ イ ン トを 契 約 し本 章 の ま と め を 行 う｡

5-一Jj

A)改 良 農 法 の ポ イ ン トと問 題 点

約 1節 か ら約 7耶 ま で で は､ 克 山 県 を 中 心 と して 在 来 脱 法 と ｢黒

滝 江 省 脱 糞 庁 鵜 砲 江 省 良 男 生 産 合 作 祉 脱 文 技 術 操 作 何 行 親 指 ｣ の

比 較 検 討 よ り､ 高 級 社 に お け る食 税 生 産 技 術 改 良 の 技 術 的 特 性 と ポ

イ ン トを 生 理 し た.

改 良 技 術 の ポ イ ン トは､ 在 来 の 大 豆 (トウ モ ロ コ シ )→ 粟 (コ ウ

リャ ン ) - 小 麦 と い う親 権 江 省 の 自然 条 件 に 適 応 した 粗 放 的 =省 力

的 技 術 を､ 在 来 の 稲 作 様 式 で 不 可 能 と さ れ た 輪 作 肺 序 を､ 桝 超 や 施

肥､ さ ら に は 並 立 て 法 の 改 良 や 密 植 に よ り 一一 つ ま り多 肥 料 ･央 約

栽 培 に よ り -- す べ て 可 能 に す る こ と に あ っ た｡ そ れ は､ 言 い換 え

れ ば､ 在 来 技 術 を 土 台 と して r三 年 輪 搬 ｣JLB法 の 畜 産 とi)[碓 上皇業 の

物 質 的 循 環 を 威 化 し､ 制 約 の 多 い 自然 条 件 の Fで 地)コの 維 持 ･増進

を 図 りつ つ､ 労 働 如 約 的 な 肥 増 野 q!を 促 進 す る､ JiH去自体 の 改 良 で

あ っ た｡

しか し､ 改 良 技 術 で 捉 起 さ れ た 個 別 の 改 良 J兵術 が 従 来 で 採 用 さ れ

て こ な か っ た の は､ そ れ な りの 理 由 が あ り改 良 は 術 は 多 くの 問 雌 =

課 題 を は らん で い た｡

例 え ば､ 秋 季 耕 起 作 業 は 収 楼 作 業 と冬 季 =上 機 嫌 結 糊 到 来 の 時 間

的 制 約 の 中 で 行 わ れ る必 要 が あ り､ そ の 条 件 の 下 で 適 期 作 業 を 行 え

る だ け の 畜 力 や 労 働 力 を 配 置 で き る か と い う 問 題 が あ っ た｡ 描 種 技

術 の 改 良､ 夏 季 中 桝 .除 草 回 数 の 増 加 な ど も 同 様 の 問 題 を は らん で

い た｡

B ) 改 良 技 術 の 幣 及 状 況

改 良 技 術 の 普 及 は､ 1956年 に 中 国 共 産 党 中 央 委 員 会 が 出 した ｢19

56年 か ら1967年 ま で の 全 国 農 業 発 展 綱 要 (草 案 ) ｣ に対 応 して 制 定

さ れ た ｢熊 海 法 省 が 中 共 中 央 の 1956年 か ら1967年 まで の 全 国 農 業 発

展 綱 要 (草 案 ) をitI徹 す る計 画 (草 案 ) 一 に示 さ れ た 熊 削 工省 の 戯

業 増 産 目標 の 実 現 の 柱 とな っ て い た｡

しか し､ そ れ は iTJ.草 ま で に考 察 した よ うな 出 校 労 働 評 価､ 役 畜 利
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用 閉 店 の 未 解 決 の 中 で 停 滞 して い た の が 実 隙 で あ っ た｡

し か も､ 実 隙 に 改 良 技 術 が 採 用 さ れ て い た, そ の 意 味 で "似 範 的

優 良 部 例 " の 考 窮 に よ れ ば､ 改 良 技 術 の 一 般 的 考 群 の 範 朗 で 碓 記 さ

れ た fR)題 が そ の ま ま 実 態 の 中 で 発 生 して い た｡

例 え ば､ 新 式 戯 兵 を 利 用 し た 春 季 捕 拙 作 典 Iglの 改 良 技 術 の 採 用 は､

畜 力 作 業 の 増 大 を 紹 果 し､ そ れ が 通 則 作 業 の 保 証 を 困 難 に して い た

し､ 夏 季 作 業 の 中 桝 ･除 草 回 数 を 増 や す こ と や､ 追 肥 作 業 な ど を iTi

り込 む こ と は､ 手 作 業 を 含 め た 夏 季 の 通 則 作 男 の 保 証 に 直 は 的 に k

皆 を 及 ぼ して い た｡

っ ま り､ 改 良 技 術 の 実 践 は 労 働 力 の 技 liEの 限 界､ 役 畜 の 血 的 ･質

的 不 足､ 肥 料 な ど投 入 財 の 不 足 な ど が 解 決 さ れ な い 限 り､ い た ず ら

に 作 業 血 と暗 闘 を 増 や す だ け に 留 ま り､ 逆 に 作 業 適 ItJlを 逸 す る リ ス

ク を 負 わ ね ば な らな くな る の で あ る｡

こ の こ と を 改 良 技 術 の 個 別 技 術 の Iu]題 点 と して 言 い 換 え れ ば､ そ

の 瓜 大 の 難 点 は､ 在 来 脱 法 と 同 じ "裸 の 労 働 力 " と生 物 的 軌 力 源 (

役 畜 ) に 依 存 す る 状 況 は 変 え な い ま ま､ LEi繁 州 の 作 業 ピ ー ク を さ ら

に 高 め た 点 に あ っ た と言 え よ う｡

こ う し た 問 題 点 を 前 提 とす る と､ 高 級 社 に お け る 技 術 改 良 の 普 及

は､ そ も そ も 全 面 的 に 行 う 客 観 的 基 礎 を 欠 い て お り､ 従 っ て 多 く の

高 級 社 で は 採 用 さ れ な い か､ 採 用 さ れ て も 小 面 税 に 制 限 せ ざ る を 得

な か っ た も の と 考 え られ る｡

C ) 食 耀 増 産 政 熊 と技 術 改 良 の 関 迎 - 多 収 血 中 耕 作 物 の 作 付 拡 大

問 題 一

本 費 で は 次 に そ れ ま で 一 般 的 に 触 れ る に 留 ま っ て い た 食 耀 生 産 計

画 (増 産 計 画 ) と改 良 技 術 の 普 及 と の 関 辿 を 確 認 し･ そ の 実 態 を 考

察 し た｡

ま す､ そ の 実 例 か ら見 る と食 鳩 増 産 政 蹄 を 象 徴 す る 作 物 は 単 収 の

高 い トウ モ ロ コ シ で あ り､ 従 っ て 改 良 技 術 の 特 徴 は トウ モ ロ コ シ の

作 付 の 拡 大 を 可 能 に す る 輪 作 様 式 の 改 変 に あ っ た の で あ る｡

叛

そ の 間 RB点 は､ 第 1に トウ モ ロ コ シ を 典 型 とす る 中 桝 ･除 草 回 数

を 多 く嬰 す る 作 物 の 作 付 両 横 が 拡 大 す る こ と は､ 夏 季 作 業 の 通 則 内

完 l戊 を 阻 み､ そ れ が 減 産 に結 束 す る 点 で あ っ た. 邦 2の FHj腿 は､ 高

級 祉 内 部 の 輪 作 順 序 を 混 乱 さ せ る こ と で あ り､ ま た 他 の 作 物 の 適 期

作 業 に 影 響 す る こ と で あ っ た｡

こ の 点 は､ FJJl'1日 4帝 お よ び 第 13章 で 見 た よ う な 生 産 隊 単 位 の ノ ル マ

請 負 制 度 や 排他 利 用 の 面 的 躯 中 の 隙 に 見 られ た､ 生 産 陽 毎 の 作 業 条

件 の 相 通 が 高 級 礼 を l世位 とす る労 働 評 価 ･報 酬 分 何 制 度 と 実 態 的 に

鋭 く対 立 して い た こ と を 想 起 す れ ば､ こ う し た 改 良 技 術 の 普 及 と 中

耕 作 物 の 作 付 拡 大 は､ そ れ らの 生 産 ･経 営 管 理 の FHj腿 を増 幅 す る こ

と に な り か ね な い と も 言 え よ う｡

Ja後 に 国 家 生 産 計 画 が 高 級 祉 の 作 付 決 定 に どの 柁 此 船 群 を 与 え て

い る の か を 部 例 を 変 え て 考 察 した｡ そ こ で 考 粥 さ れ た の は 高 級 社 の

設 立 が 一 面 で は 国 家 計 画 の 徹 底 に と っ て 組 稲 的 に 有 利 に作 用 す る と

受 け 止 め られ て い た 点 で あ るo しか し､ LJil家 生 産 引 画 が あ る 程 LiE受

け 入 れ られ る に して も､ 高 級 社 は 計 画 以 外 に も様 々 な 経 済 的 要 因 一

一 つ ま り日 付 価 格 や 社 内 の 飯 米､ 飼 料､ 燃 料 な ど 自給 的 消 群 需 要 -

- を 考 慮 す る の で あ り､ 国 家 計 画 の 強 引 な 徹 底 は 逆 に 祉 員 の 生 酒 を

含 ん だ 農 村 の 煎 源 利 用 全 体 を 歪 め る 可 能 性 も あ る の で あ る｡

* * *
本 章 で 分 析 さ れ た 以 上 の 諸 点 は､ 以 降 の 各 帝 で 高 級 社 の 経 営 問 題

を 分 析 す る 隙 の 基 礎 と な る｡
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註 5:以 下 は r熊 滝 江 省 副 省 長 千 傑 じ肖JT;社 会 主 義 穿免許 迎 grJJ･
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第 16帝 高 紋 礼 に お け る 戯 作 業 山 役 と個 人 副業 問 題

は じめ に

こ れ ま で は 高 級 祉 内 部 に お け る 桝 機 段 菜 を 中 心 に生 産 ･経 営 管 理

お よ び 食 耀 生 産 技 術 の 改 良 ･皆 及 の IiUAiiを 抜 っ て き た｡ そ こ で は､

社 員 世 相 は 揃 級 祉 あ る い は 生 産 隊 に Lu役 す る 労 働 力 と して 登 切 して

き た に 留 ま っ た｡ I.(無論､ そ れ 自 体 は こ れ ま で の 謂 帝 で は 腿菜 の 前 根

祉 設 立 後 の 時 州 に 発 生 し た特 有 の tHJ屈 を 考 察 す るJb{課 朗 で あ っ た こ
=と

と か ら見 て 当 然 の こ とで あ っ た｡ しか し､ 社 員 LU-滞 -一 制 度 的 に は

も は や 良 家 と は 称 し難 い 一一 か ら見 れ ば､ 高 放 社 へ の 出 役 は 家 族 の

就 労 場 面 と して は そ の Lu-柑 所 得 へ の fi献 腔 は 別 と して､ - 偶 成 部 分

に過 ぎ な い の で あ る｡ つ ま り､ 祉 R 世 相 の 括 軌 に は 年 齢､ 性 別 な ど

多 様 な 家 族 相 成 貝 に 対 応 して 存 在 す る 個 人 副 業､ 家 giも不 可 欠 な 部

分 と して 含 ま れ て い た の で あ る｡ 家 邪 を 就 労 場 面 とす る こ とは 妥 当

で は な い が､ そ う した も の も 高 級 社 で は 山 役 労 働 以 外 の 括 軌 と して

｢個 人 副 菜 ｣ 前 哨 に 含 ま れ て い た｡

本 章 で は 社 員 世 相 の 所 得 増 大 あ る い は 生 酒 の 必 安 か ら生 じて 来 る

これ らの 個 人 副 業 の ru]腿 を 考 群 す る こ と を 謝 腿 とす る｡

そ こ で は､ 第 1に家 庭 副 業 な る も の が 具 体 的 に 何 を 含 ん で お り､

どの 様 な 時 州､ 舛 腔 で 発 生 し､ 如 何 な る 性 格 の も の で あ る か を 考 察

し､ 第 2 に高 級 祉 内 部 の 食 樋 生 産 に お け る 労 働 力､ 役 畜 利 用 と ど の

様 に 戊 合 し､ 対 処 さ れ て い た の か を 考 察 す る｡ な お､ 高 級 社 に は ｢

個 人 副 業 ｣ の 他 に､ 集 B]で 行 わ れ る 農 業 以 外 の 部 門 も ｢集 団 副 業 ｣

と位 置 づ け ちれ て い る｡ こ の ｢娘 団 副 業 J に つ い て は 資 料 的 に 十 分

で は な く従 っ て ｢個 人 副 業 ｣ を 分 析 対 象 とす る｡

第 1節 副業 を 巡 る 一 般 的 状 況

本 節 で は 高 槻 社 に お け る副 業 問 題 の 重 要 な 論 点 を､ 政 治 的 問 題 状

況 も 含 め て 黒 滝 江 省 全 体 につ い て 考 窮 す る こ と とす る｡

A)概 況

ま ず､ 1956年 に 高 級 社 が 広 範 に 設 立 さ れ て 以 降 の 個 人 副 業 は 全 般

5才o
的 に 禁 止 さ れ る 傾 向 に あ っ た と い う｡ ま す､ 幹 部 か らみ る と第 1に

個 人 別 菜 は ｢i守本 主 義 ｣ (-伯 方-1綻 皆 ) で あ る こ と､ HS2 に社 員 の

娘 U]作 共 へ の Lu役 恵 欲 の 減 退 に波 及 す る 恐 れ が あ る こ と, 邦 3に 稿

級 社 の 生 産 任 務 を 通 J,Rで きな い恐 れ が あ る こ と､ な ど の 理 由 が あ っ

た｡ ま た･ 1956年 秋 に 製 屯 江 日報 紙 で 個 人 別 菜 に つ い て r農 業 社 の

集 団 の 利 益 と社 員 の 個 人 的 利 益 は 両 立 す るの か? J と い う投 苔 欄 を

設 け た と こ ろ､ 多 数 の 投 梢 が あ っ た と も 言 う｡ しか し､ ｢い くつ か

の 地 域 で 家 庭 副 業 を 許 可 した ら集 団 作 業 を だ れ も や らな くな っ た と

い う 現 象 も発 生 した ｣ と も い う (詰 1 )｡ こ う した処 団 農 業 と個 人

副 業 の 閲 威=ま現 実 に も大 きな 問 題 とな っ て い た の で あ る が､ 本 項 以

下 本 W'で ほ う の は こ う した耶 態 を 打 F3日す る た め に 崇 噌 江 El報 に 掲 載

さ れ た 政 鋳 文 献 や 耶 例 で あ る｡

ま ず そ の 端 緒 と して 黒 屯 江 El報 の 祉 説 で 指 摘 さ れ た 甫 組 祉 内 部 で

副 業 生 産 が 軽 視 さ れ る 間 脳 状 況 か ら考 察 しよ う (証 2 )｡

ま す 社 説 で 挙 げ られ て い る 別 業 生 産 の 忠 雅 一- こ こ で は 個 人 副 業

と染 田 副 業 両 方 を 含 ん で い る -1 につ い て 示 して お こ う｡

第 1に 黒 海 江 省 の 農 村 に お け る 副 業 生 産 の 一 般 的 地 位 に つ い て ｢

一 般 の 良 薬 地 域 で は 副 業 収 入 が 年 間 の 総 収 入 の 25% 前 後 を 占 め て お

り､ 河 川 沿 岸 や 山 地 で は そ の 比 重 が よ り大 き い ｣､ そ して ｢黒 竜 江

省 は 亜 寒 村 で 農 作 物 は 年 1作 しか で き な いの で､ 別 業 生 産 は 農 民 収

入 の 季 節 差 を 縮 め､ 戯 村 経 済 を 発 展 さ せ る上 で 虫 要 ｣ で あ る と述 べ

られ て い る｡

第 2に､ 国 家 綻 折 あ る い は 地 域 糧 渚 との 関 迎 で は､ ｢副 業 生 産 と

生 産 物 は 戯 民 の 血 要 な 収 入 源 泉 で あ る ば か りか､ 虫 要 な 工 業 原 料 や

輸 出 品 で あ る ｣､ そ して ｢農 業 生 産 と密 接 な 関 迎 が あ り､ 副 業 生 産

の 収 入 を 資 金 源 と して 農 業 投 資 を 行 え る し､ 畜 産 業 は 所 得 増 大 以 外

に も 戯 業 の た め に 直 は 厩 肥 を 供 給 で き る ｣ と され て い る｡

こ の よ う に､ 脇 付 世 相 の 所 得 お よび 戯 共 役 類 資 金 の 源 泉 と して､

ま た 都 市 ･輸 山 向 け 生 産 部 門 と して 別 業 生 産 が 盟 筆硯 され て い る も

の の､ 当 時 の 高 級 社 の 状 況 は そ れ とは 追 っ て い た｡
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一般的状況は､
高地祉設立以降排種Lil菜の血では
､
稲作開始
､I)H

望
､
棚々の技術改良､
肥料投入の増JuLJなどの多様な岬座努力が取り

組まれていたが
､
｢他方で副業生産(処刑別業と個人別井両方を含

む-菅沼)の衰退現象が普遍的に死生Jしていた｡
その主たる原因

は｢幹部の指番思想上の一面性から､
戯業生産のみを虚禎し副業生

産を軽視していること｣であった.
例えば
､
｢社員に作業を配分す

るときに
､
蝦田内部の生産を過度に'JL%調して､
社員に義勝･Lr=飼育

の時問を与えない｣場合が多々あり､
そうしたところでは｢社員の

中には自分の家畜(牛･乳牛･羊)を高級礼に引き唆して､
英牌や

豪愈飼育を諦めた者も｣発生していた｡

社説はこの状況に対して地域資源の楕mにする副業の実施(例え

ば
､
牧畜
､
家禽飼育
､
林産
､
狩猟
､
水産
､
薬材･絹物などの特産物

･手工業品災道が挙げられた)を提唱し､
その際に｢社員の技能的

特長を掩まえて副業生産に配置し
､
その労働を正当に評価するJと

いう稚酬分配上の環鳩改善や
､
棚板協同組合
､
国営商業部門の支順

の下で順路を碓保することが提起された
｡

B)被災地役興措置としての副業

前項で触れたのは全般的状況であり
､
同時に通常の農作業州の副

業軽視の問題であった｡
しかし
､
副業生産の実施が特に強調された

のは本項で考察する農業被災地での副業と
､
次項で考察する越冬Nl

の副業であった｡

農業被災地では現地経済の復興措置として副業を行い
､
自力で苗

場を乗り切ることが提唱された
｡

1956年は前章の郡例でも触れたように省内各地で水害が発生して

いた年であった｡
8月にはいると連日の降雨のために水害が拡大し､
同月20日時点で被災糾地面格60万Ila､
被災村数600カ村になったとい

う(註3)｡
副業の内容としては被災地に特有のものは示されていないが
､
こ

の省政府および党委員会の指示から被災地の祝卵酒軌の中で副菜が

PGz_′

如 何 な る 位 置 づ け を 受 け て い た か に触 れ て お く｡

ま す､ 被 災 後 の 対 処 と して は 住 居 の 確 保 の 聞 腿 が あ っ た が､ 高 級

社 内 の 一 部 の tLr糊 が 被 災 した場 合 に は ｢満 級 祉 内 部 で の 社 員 f呂Jの 相

互 扶 助 ｣ を原 則 と して､ ｢被 災 した社 員 を社 内 の 別 の 場 所 に仮 住 い

を作 っ て 収 容 す る ｣ と さ れ た｡ しか し､ 高 級 祉 つ ま り行 政 村 全 体 が

禎 炎 した 場 合 に は､ ｢非 被 災 社 の 被 災 社 に対 す る 救 済 ｣ を 原 則 と し

て ｢被 災 祉 社 員 や 役 畜 は 分 散 させ ず に 付 近 の 村 に 臨 時 移 住 させ る J

こ と と した｡ そ れ は 移 住 後 に 自力 で の 復 興 招 軌 を 行 う た め で､ ま た

｢被 災 民 の 勝 手 な 移 住 や 都 市 へ の 流 入 を 防 止 す る ｣ た め で も あ っ た｡

住 居 確 定 後 の 対 席 と して は､ 第 1は 被 災 民 の 頒 米 や 飼 料 の 調 達 の

た め に､ -'tT人 民 褒Fl会 が 各 rlI･県 を通 じて 被 災 地 食 相 順 入 tB助 金 杏

給 付 す る こ と で あ っ た｡

節 2は 被 災 民 に よ るJEi地 の 復 旧 作 業 を 組 織 す る こ と､ 特 に作 物 に

復 旧 の 見 込 み が あ る 似 合 に は 肥培 哲 雌 作 共 や 耕 地 排 水 作 業 を継 続 し

て 行 う こ と と さ れ た｡

第 3は 現 地 の 条 件 に応 じた 副 業 生 産 の 実 施 で あ っ た｡ JA村 で の 別

業 の 補 充 部 分 と して､ ｢戯 村 外 の 基 本 建 設､ 上 場､ 鉱 山､ 交 通 運 輸

業､ 林 業､ 戯 場､ 食 場 合 伸 な どで は､ 1956年 の 秋 ･冬 の 臨 時 屈 用 枠

を優 先 的 に 被 災 社 に 振 り向 け る こ と ｣ が 示 さ れ て い た｡ そ して､ こ

れ らは 住 宅 ･耕 地 排 水 な どの 復 旧 作 業 を 含 め て ｢高 級 社 を 単 位 に兵

団 の 統 一 経 営 で 行 う こ と ｣ が 指 導 され た｡

こ の よ う に､ 副 業 生 産 は 政 肘 か らの 頓 助 と と も に､ 被 災 地 の 損 失

の 補 ))一､ 生 活 の 維 持 の 方 途 と して 位 罪 づ け られ て い た の で あ る｡

こ う した 政 輔 的 な JB助 及 び 指 帝 の 米 紙 を IijJ年 8)｣～ 11月 の 状 況 か

らみ る と､ 表 16- 1に示 した 通 りで あ っ た (註 4)C

同 表 に よ る と政 府 の 補 助 ･融 資 を合 わ せ た 被 災 地 へ の 資 金 供 給 は

約 950万 元 で あ り､ 被 災 地 の 高 級 社 が 副 業 に よ っ て 禎 得 した 現 金 は 1

,200万 元 で あ っ た｡ つ ま り､ 現 金 の 約 半 分 が 政 肘 か らの 預 金 供 給 で

占 め られ て い た の で あ る｡

しか し､ こ の 数 字 は 政 肘 の 補助 ･融 資 輔 の 大 き さ を 示 す も の で は



衷16-1 被災地の災害役興状況

東商江 省政肘の災害救済祁助金給 付総朝 450余 h元

同上 災害救済徽章資金融資総額 500余万元

綿入れ給付旦 30.000宕

綿花給付且 5,000かkg
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な く､ む しろ 副 業 生 産 の 停 滞 を反 映 して い た｡

つ ま り､ 副 業 生 産 の 政 用 的 意 削 ま ｢東 壁 な の は 翌 1957年 の 生 産 の

た め に有 利 な 条 作 を 別 山 す る こ と ｣ で あ っ た｡ だ が､ 実 際 に は 被 災

地 の 幹 部 は ｢災 沓 復 粥 工 作 は 殿 民 が ,QM lに冬 を越 せ る よ う にす る こ

と だ と考 え･ - 迎 の 救 削 注記 が 終 7 し大 衆 の 生 酒 が 軌 道 に 乗 り出 し

た た め 安 心 して､ 指 村 の 手 を績 め て し ま う ｣ 状 況 が あ っ た｡

こ の 傾 向 は 政 肘 の Ifli助 金 .触 汽 汽 金 の 配 分 ･利 用 方 法 に も存 在 し

て お り､ ｢汽 金 給 付 の 際 に､ 被 災 状 況 や 瓜 民 の 生 産 結=El能 力 を 考 慮

せ ず､ 給 付 す べ き所 に給 付 さ れ ず､ 必 安 の な い と こ ろ に給 付 さ れ る

硯 象 が 発 生 ｣ して い た｡ さ ら に､ 紹 付 さ れ た 汚 金 は ｢いづ れ も 1957

年 の 戯 業 ･副 菜 生 産 の た め に利 用 す べ き ｣ と され て い た｡ だ が 双 城

県 官 礼 郷 の 官 立 高 級 社 の 申 例 が あ げ られ て お り､ そ こで は ｢社 内

で は 13･5万 kgの 粗 飼 料 が 不 足 して い た の に､ 7,00O元 の 触 貨 貸 金 の 8

0数 % を 社 員 に 個 人 触 汽 して い た ｣｡

こ の よ う に､ 被 災 地 の 別 業 生 産 は 政 雄 的 に は 被 災 年 の jfl尖 を 榔 Jfi

して 越 年 資 金 を 5'G保 す る だ け で な く､ 翌 年 の 段 業 生 産 に必 要 な 種 子､

飼 料 を 含 め て 確 保 す る こ と に あ っ た の だ が､ 実 隙 に は 高 城 社 の 指 中

老 も 社 員 も 当 面 の 生 活 を 安 定 化 さ せ る以 上 の 副 業 生 産 を行 う こ と は

な か っ た の で あ る｡

被 災 地 対 坪 の 特 徴 は､ 土 地 改 革 前 と直 後 の 腿 家 の 地 域 間 移 動 が 被

災 を 原 因 の 一 つ と して 発 生 した こ と と考 え 合 わ せ れ ば､ 移 住 =緊 急

避 難 も高 級 社 の 枠 組 み を 保 ち､ あ くま で も高 級 社 の 範 囲 内 で 復 興 杏

図 る と い う点 に あ る と言 え よ う｡

旧 来 の 移 Llの 場 合 に は､ 原 居 住 地 の排他 を 捨 て て､ 暫 時 別 の 地 で

屈 崩 と して の 就 巣 先 を求 め る こ と に な る｡ 従 っ て､ 元 々経 営 地 を有

して い た 避 難 民 に と っ て は こ う し た過 程 を通 じて 一 旦 は 家 族 経 営 層

か ら外 れ た と して も､ r屈 戯 ｣ の 身 分 を通 じて 一 定 の 経 済 的 余 裕 那

出 来 れ ば 再 腔 家 族 経 営 層 に 役 付 す る迫 を 辿 る こ と に な るの で あ っ た｡

こ う した 状 況 と比 較 す れ ば､ 被 災 地 副 業 は あ くま で も原 居 住 地 に摘

み と ど ま っ て 娘 団 腿 業 を 復 旧 し定 着 化 を 図 っ て ゆ くた め の 資 金 蓄 横
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過 程 と して 推 進 さ れ た の で あ る｡

C ) 冬 季 別 業 の 概 況

被 災 地 の 副 業 奨 励 とほ ぼ 同 様 の 政 坪 的 位 粥 づ け を 与 え られ た の が

越 冬 糊 の 副 業 で あ っ た｡ こ こ で は ｢熊 聴 江 'B 人 民 委 員 会 冬 季 生 産

痛 軌 に l対す る 指 示 ｣ よ り そ の 概 況 を 考 額 す る (註 5)｡

冬 季 副 業 に つ い て は A)項 で 指 摘 し た よ う に ｢架 屯 江 省 は 祉 寒 村

で 戯 作 物 は 年 1作 しか で き な い の で､ 副 菜 生 産 は Rl民 収 入 の 季 節 差

を縮 め､ 13村 経 折 を 発 展 させ る上 で 虫空 J で あ る と位 近 づ け ちれ て

い た｡

だ が､ 実 際 の 福 娘 礼 の 冬 季 副 菜 の 実 施 に は 以 下 の 3つ の J5,7円 で､

低 調 気 味 で あ っ た｡

そ の 原 因 の 弟 1は 一 部 の 地 域 で rIB業 偏_qi･別 業 軽 視 ｣ や ｢別 業

生 産 と言 っ て も 何 も 出 来 る こ とが ?無い ｣ と主 観 的 に 考 え る 思 想 が あ

る こ と｡

節 2は､ 別 業 生 産 を央 団 で 行 う こ と を 一 面 的 に 必 糾 し､ 社 員 の 労

働 時 間 を 倭度 に 厳 し く制 限 して い る｡ そ の た め､ 社 員 は 家 庭 副 業 を

行 う 時 間 が な くな っ て い る｡ 逆 に 社 員 の 副 業 生 産 が 集 団 の 副 業 生 産

に影 響 す る こ と を 心 配 す る 傾 向 が あ る こ と｡

第 3に 一 部 に は 越 冬 期 に は 冬 休 み を 取 る と い う ｢猫 冬 ｣ (冬 ご も

り ) 思 想 も 存 在 す る こ と､ で あ っ た｡

第 1の IRl燭 は､ 政 帝 当 局 は 販 路 の 問 題 で あ る と認 識 し､ ｢国 営 商

業 と蛸 版 協 同 組 合 部 門 は 副 業 生 産 物 を 梯 極 的 に買 付 け､ そ の た め に

品 質 基 準 と価 格 等 級 を 設 定 す る ｣ こ と を 指 示 した｡

弟 2の 問 題 は 高 級 社 に 対 して ｢労 働 条 件 ･分 配 方 法 を 決 定 し､ 家

庭 副 業 の 時 間 も 保 証 す る ｣ こ とが 指 申 さ れ た｡

そ して､ 別 業 生 産 は 翌 年 の 農 業 生 産 の 準 僻 と を 結 び 付 くべ き も の

で あ っ た｡

1956年 の 年 末 に再 度 公 布 さ れ た 省 党 費 fl会 の 指 示 に よ る と (註 6)

｢副 業 生 産 を 大 衆 運 動 と して 展 開 す る｡ ･- ･つ ま り計 画 を 立 て て､

拭

副 業 の 領 域 を 開 拓 し副 業 生 産 を純 絹 す る ｣ こ とが 掘 起 さ れ､ 業 種 と

して は 迎 輪 業､ 森 林 伐 採､ 国 営 伐 採 切 の 掃 除､ 国 営 企 業 臨 時 工､ 家

庭 手 工 業､ 薪 躯 め､ 狩 猟､ 漁 労､ さ ら に 戊 産 物 加 工 が 挙 げ られ た｡

こ う して､ ｢飼 料 供 給 源 の 確 保､ 社 員 の 増 収 を 図 る ｣ こ とが 目峠 と

さ れ た｡

こ こ に は､ こ れ らの 副 業 生 産 物 の 販 売 収 入 を 翌 年 の 生 産 に投 入 す

る こ と だ け で な く､ 虚 繁 期 作 業 を 順 調 に 進 め る た め に､ 飼 料 や 家 庭

用 燃 料 (蘇 ) を 早 め に準 備 して お く こ と も含 ま れ て い る｡ こ う した

冬 季 副 菜 の 政 蹄 的 位 粧 づ け は 第 2編 窮 4環 で 互 助 組 普 及 Hlの 冬 季

副 業 の 動 員 を 考 察 し た と き とほ ぼ 同 様 の もの に な っ て い る｡

第 2qJ 個 人 副 業 と高 級 祉 の 労 働 力 利 用

こ れ ま で は 商 級 社 に お け る 副 業 の 牧 子h!お よ び 被 災 地､ 越 冬 州 の 班

況 を 見 て き た が､ こ こ で 農 作 業 lUlに お け る個 人 副 業 の rHJ題 を考 察 す

るC 個 人 別 業 を 考 摂 す る 意 味 は 一 つ に は 木 鐸 の 目頭fiで 述 べ た点 が あ

る が､ 娘 団 農 薬 との 関 連 で は 前 章 で 考 察 した よ う に技 術 改 良 に よ っ

て 農 繋 州 作 業 ピ ー ク が よ り高 め られ る状 況 の 中 で 個 人 副 業 が､ 言 い

換 え れ ば 祉 R の 世相 と して の 豪 族 労 働 力 の 編 成 が 如 何 な る影 響 を受

け た の か､ そ の 実 際 を 明 らか にす る側 面 も持 っ て い る｡ 従 っ て､ 本

節 で は ま ず La初 に 段 緊 州 の 個 人 副 菜 の 問 題 を､ 続 いて 個 人 副 業 の 中

で も 老 人 の 就 業 問 題 に絞 っ て､ そ して LFti後 に 副 業 と社 員 世 帯 の 所 得

の 関 係 を､ 順 次 考 察 す る こ と とす る｡

^)農 繋 州 の 個 人 副 業 問 題

本 項 で は､ ま す 倍 緊 期 の 個 人 副 菜 の 内 容 と そ の 問 題 点 を 考 察 す る｡

農 繁 期 作 業 中 の 個 人 副 業 の 内 容 と禁 止 措 置 お よ び 社 員 の 反 応 は 表｣B

二ヱ に示 した 通 りで あ る｡

表 中 の ① ～ ③ ま で は 春 の 播 種 作 業 別 ま で に 発 生 した 副 業 とそ れ と

労 働 力 が 統 合 し た 娘 団 の 農 作 業 の l対係 が 示 さ れ て お り､ ④ ～⑦ が 夏

季 作 業､ ⑧ ～ ⑩ が 秋 季 収 捜 作 業 で あ る｡ いず れ も､ 社 員 世 帯 の 副 業
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蓑16-2 1956LIJ･の別業禁止状況 (その 1)

家庭副業 巣凶農作業 別業へ の 祉ilの服況 地域名

(讃料No.) 対応 と反応

①薪奨め 相月巴. 休 暇禁 止 新不足で 細江土日

井戸 抑 り 労 働左芙欲減退 持i;lFfiiPu'級祉

(卦家屋修復 耕地施肥 役讃利用 手作業で修理 湘倫坊主

播種作業 拒否 掘糾高級祉

③ 園地作付 番耕 作業 欠勤 .役 畜利川禁 止 離断欠勤 渦愉児臓興苗級祉

④家屋 .豚舎 馬小屋帽 埋 ⊥l｣什一帖 姻断火■軌 海倫好t.梅興区

催埋一 風地 中耕 申新 .除草 以後 欠勤禁止 共同高級祉

(9薪淡め .園地 小柳 .除草 別業収 入没収 山桜 相加 徳都県

収機､ 薪 .野菜版売 (各 3回 ) 欠勤者削則 合心高級社

(参園地野菜作 中耕 作業 欠勤禁 止か ら 無 断欠勤か ら 北安県

別業許可へ 積 極的 出役へ 出光高級社

⑦ 節句食品 中耕 .除草 粉挽 き用 の 海倫県 .洞興区

小麦粉挽 き 馬貸 出拒否 共同高級祉

⑧ 薪災 め 亜麻収楼 交代で薪 薪不足 未解 決 佃倫県 .洞興区

小麦収機 狭め .出役 共同高級11

@夏 季斬娘め 追肥作業 4日休暇のみ後は出役強制山桜強 制 新不足 紫州県大吉高級祉う秋季薪媒め 収穫作業 無断欠勤

⑱食粗相挽 き 収穫作業 粉挽 き用 の 人手 で臼を 箪州県

馬貸 出拒否後 に貸 出決定 廻 す 大吉高級祉

資料 :(∋ ｢不応該不Wl社員生ナ苗｣, 1956年 川月 9El､ ②③ ｢一個不好解決的幽難

,,%葡江 日報 1956年 10月 9日､ ④⑦⑧ ｢一個想不通的f汀J出 ｣. 巣福江 El稚1956年

lo月 日EL ⑤ ｢祉 里管的不厳凱 保一朗散沙 ｣, ,!ll噌江 El報 1956年 10月 9日､ ⑥ ｢

接受教訓 ｣. 出穂江 日報 1956年 10月 15日t ⑨⑩ r両様作法, 両種結 果 ｣, 1956年

10月21El. (賃料 番号 は表 中の数字 に対応す る)｡

押C

と して 園 地 (自 留 地 の こ と )作 業､ 養 豚､ 薪 拒 め とそ の 販 売 が あ り､

そ の 他 に 家 屋 の 修 理､ 自給 用 穀 物 の 粉 挽 き な どが 含 ま れ る｡ 後 者 は

副 業 に含 め る の に 靴 が あ る か も知 れ な い が､ 夙地 作 業､ 恭順 な ど と

共 通 す る の は 男 子 労 働 力 が 行 う化 邪 で あ る点 で あ る｡

い くつ か の 群 例 に つ い て 個 別 に 見 て み よ う｡

ま ず 春 の 捕 碓 準 仰】お よ び 摘 拙 作 業 lUJの 耶 例 で あ るが､ 泊 伯 ,m 振

興 高 級 社 で は (表 中 ② ) で は､ 捕 機 作 業 JU=こ家 屋 修 復 の た め に 壁 土

迎 舶 用 に 高 級 杜 の 馬 の 利 用 を 4-求 した が､ 緋 地 で は 全 部 に 厩 肥 を 投

入 す る こ と を 決 定 して い た の で こ れ を LJJ下 し､ 結 局 社 員 は 手 作 業 で

壁 土 を 運 ぶ こ と に な っ た｡ ま た 同 じ将I別 に祉 R は 園 地 (自留 地 ) の

作 付 作 業 を 行 う た め に 休 暇 を 禁 止 した が (表 中③ ), 祉 貝 は 捕 わ す

に,1照Wr欠 勤 し､ 生 産 ほ 長 が 人 娘 め の た め に砧 釧 奔 止 す る こ と に な っ

た｡

次 に 夏 季 作 業 に つ いて だ が､ 徳 都 県 合 心 高 級 社 で は (表 rP⑤ )､

中 桝 ･除 草 を 3回 づ つ 行 う よ う計 画 した｡ しか し, 2回 日の 除 草 が

終 7 す る と社 員 の 出 勤 率 が 低 下 しは じめ､ 社 員 は 欠 勤 して 家 什 邪 を

行 っ て い た. 当 時 の 出 勤 率 は 毎 E]平 均 6U% (瓜 低 で 40%以 下 ) で あ

っ た｡ そ の た め､ 申 桝 ･除 草 は 終 7 して も そ の 後 の 小 麦 収 櫓 作 業 に

影 響 が 出 て し ま っ た｡ 小 麦 の 収 機 面 相 は 40haで, 当初 は 7E]間 で 完

成 す る計 画 で あ っ た が､ 出 役 人 数 が 毎 日20人 穏 度 しか な く 3日経 っ

て も i.OhaLか 完 成 しな か っ たo そ こで､ 高 級 社 は 欠 勤 した社 員 に 対

して 削 別 を 課 した｡ まず､ 欠 勤 時 に集 め た薪 は 高 級 社 が 買 収 し く薪

180束 当 り 1労 働 Elと交 換 す る )､ そ の 薪 は 高 級 社 が 各 世 削 こ分 配 し

た｡ ま た 薪 や 野 菜 を 販 売 して 得 た 収 入 は 高 細 礼 が 一 時 預 か り､ 秋 季

収 桟 後 に 退 退 す る こ と と した｡ さ らに 園 地 の 収 機 作 業 の た め に 欠 勤

した 場 合 は､ 作 物 の 作 付 面 相 1ha当 り労 働 点 数 を 60点 控 除 した｡ 如無

断 欠 勤 者 に は 欠 勤 1日 当 り高 級 祉 で の 義 務 労 働 1日 を 命 じた｡ こ う

した 馴則 摺 馴 こよ り出 勤 率 は 以 前 よ り約 30% 増 加 した と い うo

北 安 県 旭 光 合 作 社 で は (表 中 ⑥ )､ 夏 期 中 桝 作 業 期 間 に社 員 に

対 して 園 地 で の 作 業 馴 j]を完 全 に 禁 止 したo そ の た め､ 社 員 は 野 莱
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が 不 足 し､ 出 校 状 況 に影 響 が 出 始 め､ 社 員 は 仮 病 を つ か っ て 園 地 の

作 業 を し た｡

例 え ば､ 社 内 に 刀 子 労 働 力 は 182名 い た が､ そ の 内 ⊥El平 均 30名 が

仮 病 で 欠 勤 し､ 高 級 社 全 体 で､ Lfl桝 ･除 窄 作 男 は 平 均 6-7日 遅 れ

た｡

こ う し た 捕 手 を 受 け て､ 秋 の 収 碓 作 業 別 に は 個 人 副 業 も 作 業 計 所

内 に 含 め る こ と と し た｡ そ の 時 州 に 考 慮 さ れ た 個 人 副 業 は､ 薪 狼 め､

オ ン ドル掃 除､ 屋 根 葺 き 用 の 草 打 ち､ 家 屋 旭 築､ 倉 伸 建 築､ 煉 瓦 の

生 地 作 り､ そ して 荷 車 5台 を 使 っ た 迎 輪 副 業 で あ っ た｡ こ う して､

個 人 副 業 が 保 証 さ れ､ 集 団 の 作 業 も順 調 に完 成 し た と い う｡

次 に秋 季 作 業 州 に つ い て で あ る が､ 鞘 州 照 大 吉 高 級 社 で は､ 中

iJl･除 草 作 男 が 完 了 して､ 社 員 に 薪 躯 め の た め に 4日fiU休 暇 を 服 ら

せ た｡ し か し 当 時 は 放 牧 地 の 草 の 成 長 が 潜 く 4 日 で は 充 分 な 薪 が 根

れ な か っ た｡ 社 員 は 休 暇 を さ らに 2 日 間 延 長 す る よ う に 斐 来 した｡

しか し､ 荷 紋 社 の nR兼 拾 い と肥 料 作 りの 作 業 と好見合 す る た め､山 役

を強 制 し た｡ 社 員 の 薪 集 め は 元 々 不 十 分 で あ っ た か ら､ 秋 季 収 機JtJl

に薪 が 払 底 し､ IJ:員 は 無無断 欠 勤 して 薪 染 め を 行 う よ う に な っ た (表

中 ⑨ ). ま た､ 同 じ時 期 に 半 数 以 上 の 社 員 世 印 で トウ モ ロ コ シ の 粉

が 不 足 す る よ う に な り､ 社 員 は 高 抜 礼 に 対 して トウ モ ロ コ シ の 粉 を

挽 く た め､ 馬 を 貸 し出 す よ う に 要 求 した. だ が､ 当 時 は 収 機 作 業 に

馬 が 必 要 な の で 貸 出 を拒 否 し た た め､ な か に は 自 力 で 挽 き 臼 を 廻 す

もの が あ っ た｡ こ の 状 況 を 見 て 村 党 支 部､ 管 理 委 員 会､ 生 産 隊 長 は

協 議 して､ 結 局 馬 を 貸 し出 して トウ モ ロ コ シ の 粉 を 挽 か せ る こ と に

決 定 した (表 中 ⑩ )｡

小 論 で は 第 1編 第 1章 第 4節 で 階 層 別 の 作 業 配 分 状 況 を 見 た｡

そ こ で は､ 各 階 層 に 共 通 して 各 季 節 の 段 緊 糊 に は 家 仕 事 の 実 施 El数

は 激 減 す る が､ そ の 他 の 時 期 に は 経 常 的 に家 仕 gIを 行 っ て い た こ と

が 考 察 さ れ た｡ 1無論､ 土 地 改 革 前 に お い て も ｢屈戯 ｣ や 被 屈 用 就 業

の あ る ｢零 細 戯 ｣ な どは､ r大 農 ｣ の 圃 場 に 出 役 す る た め に家 の 仕

事 を 鳩 牡 に す る こ と も あ っ た と推 測 さ れ る｡ も しそ う で あ っ た と し
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て も､ 高 級 社 で は そ れ が 普 遍 的 に 発 生 す る よ う に な っ た の で あ る｡

上 記 の 資 料 か ら揃 級 社 で 閉 域 作 業 と祉rltLr印 の 作 男 とが 統 合 して

う ま く調 整 で き な か っ た 原 因 と して は 次 の 2つ が 考 え られ る｡ 一 つ

は 食 純 生 産 に 改 良 技 術 が 採 用 され て､ 本 来 個 人 別 某 を 行 うE3lXJ州 が

短 綿 さ れ た こ と で あ る｡ 例 え ば､ 捕 碓 準 鵬 作 業 州 の 肥 料 作 り (原 書畠

は ｢捕肥 ｣ ) や 施 肥 作 菜 が 増 大 した こ と (表 中① ② )､ 中 桝 ･除 草

作 業 回 数 の 増 加 (表 中 ⑤ )な どが そ こ に 含 ま れ る｡

二 つ 日 は 男 子 労 働 力､ 役 畜 お よ び 鼠 地 を 除 くfJl地 の 利 用 を管 理 す

る主 体 が 高 級 社 に移 行 した こ とで あ る｡ 従 来 は JSi家 が 経 営 単 位 で あ

りか つ 生 活 iti位 で も あ っ て､ 農 家 が 季 節 晦 に継 起 す る食 掘 生 産 や 刺

業 な ど を 統 一 的 に支 配 して い た｡ だが､ 高 級 礼 で は､ 食 槻 生 産 や 役

畜 の 管 理 が 高 級 祉 管 理 委 員 会 あ る い は 生 産 隊 の 管 理 下 に お か れ､ 酎

地 管 理､ 養 豚 業 お よ び 生 酒 上 必 要 な 作 業 が 社 員 世 相 の 管 理 下 に お か

れ る､ と い う よ う に 二 つ の 主 体 に分 別 した の で あ る. そ の 結 果､ 男

子 労 働 力 は 作 業 の 合 間 に 仰 宅 して 作 業 を 進 め る こ とが 難 し くな っ た

の で あ る (*)｡

*: ち な み に､ 高 級 祉 設 立 後 の 社 員 世 相 の 副 業 を 含 む 非 出 役 作

業 El数 に つ い て は､ 海 倫 県 海 南郷 解 放 高 級 社 の 蓑 16-3 の よ

う な デ ー タ が あ る の で 参 考 ま で に示 して お こ う｡ 解 放 高 級 社 は 集

団 副 業 と個 人 別 業 な ど が 順 調 に 配 分 さ れ て い た と い う優 良 事 例 で

あ る｡ 娘 EZ]副 菜 の 存 在 か ら これ まで 述 べ て き た よ う な 個 人 副 業 の

余 地 は 相 対 的 に 小 さ い と思 わ れ るが､ そ れ で も約 20%が 個 人 副 業

な ど に 振 り 向 け る こ とが 必 要 に な っ て い る｡ こ の 比 率 の 大 き さ を

代 表 的 な も の と即 断 す る こ とは で き な い が､ 社 員 世 相 の 就 業 面 か

ら見 て も､ 高 級 社 の 労 働 力 配 分 か ら見 て も､ 決 して 無 視 し得 る も

の で な か っ た こ と は 明 か で あ ろ う (以 上 は ｢解 放 戯 某 社 盛 視 副 業

生 産 ｣, 娘 相 法 日 報 1956年 12月 21日 に よ る ).

B)個 人 別 菜 と老 人 の 就 業 聞 腿
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(1956ir=､ 海 倫塊と 沖i南郷 那 放 l砧放 心 )

生 産 実姉 作 業 口数 (同比 亜 ) 備 考

食糧 生 産 7,330石 35.000El(38.0%) 作 付 両横 ).000ha単 収7.33石/ha

別業 収 入 32.730元 39ー120日 (42.5%) 袋 凶 酬 繋 :柴 苛 刈ー 森林 伐 採､ 左 官､逆 輪 業､ 大 1､ 畜 産 .家 禽飼 育､ゴザ縮 み､ 狩 苛)iL 漁 労. 副 業 生産 隊とその 下 に 4つ の 副 業生 産 小 紺 を訟 iFfして行 う○

個 人 別業 18.000日 (19.5%) 家 庭 市 産 米､ 家 庭 一人J雑 役 を含 む.

註 :1956年 の脈放高 級社 の概 況 は､ 戸 数 254戸､ 労 働 JJ649人 で､ うち男子 329人､

女子 320人 で あ っ た｡

i5料 : ｢朋放 農 米 社 血 税 別 業生 産 ｣, 具l噌江 日報 1956咋 12Jj2LEl.

3-71t
前 項 で 考 察 し た の は 主 と し て 男 子 労 働 力 を 中 心 と し た 個 人 副 業 と

集 団 の 腿 緊 描1作 業 Lti役 と の 競 合 fljj屈 で あ っ た が､ こ こ で は 老 人 の 個

人 副 業 の r捌畑 で あ る｡ そ の 内 容 と 高 槻 礼 の 対 応 を 生 理 し た の が 壷_iB

i で あ る が､ 老 人 が 行 う 個 人 副 業 の 中 で LFbiも 多 い の が 養 豚 な ど の

畜 産 で あ っ た｡ ま た 老 人 が 必 ず し も 圃 場 作 業 へ LLi役 す る こ と が 賀 詞

さ れ て い な か っ た た め､ 高 級 社 の 副 菜 へ の 対 応､ つ ま り禁 止 の 方 法､

理 由 も 多 様 に な っ て い る｡ 以 下 で は い く つ か の 耶 例 を 考 察 して い く｡

ま す､ 瀬 倫 /Q 寸tll卵 区 共 同 高 細 礼 の 劉 福 (50歳 ) の 副 業 に つ い

て で あ る (表 中 (D)｡ 彼 の 家 族 は 10数 人 で､ 労 働 力 は 4人､ う ち 高

級 社 に LLi役 す る の が 3人 で､ あ と は 劉 福 で あ っ た. こ の 家 族 概 況 か

らみ て 直 系 三 世 代 家 族 で あ っ た と 思 わ れ る｡ 劉 福 自 身 は 乳 牛 3頭､

小 牛 2軸､ 豚 8 媚 の rt理 と 園 地 作 業 を 分 担 し て い て､ 高 級 社 の 町域

作 業 に は 山 役 し て い な か っ た｡ し か し､ 抑 級 社 町 撒 委 fl会 の 幹 部 は､

｢家 族 労 働 力 の 多 い 世 Trpの 個 人 副 業 の 飛 展 の 他 の lit印 の 出 役 に 想 影

響 を 及 ぼ す こ と を 恐 れ ｣､ 彼 に 畜 産 に 必 賀 な 仙 飼 料 (作 物 の 副 産 物 )

を 配 分 し な か っ た｡ 劉 福 は 飼 料 の 供 給 源 を 断 た れ た た め､ 畜 産 を 締

め て 家 畜 を 高 級 礼 に 委 託 す る こ と に し た｡

第 2の rjI例 は 帖 江 県 的 暗 合 作 祉 第 3生 産 陳 の 邪 例 で､ 劉 老 人

の 家 庭 で は 基 節 的 労 働 力 が 高 級 社 に 出 役 して い た (表 中 ② )｡ 彼 自

身 は 世 相 所 得 を 増 や す た め 魚 探 り を 計 画 し た｡ 彼 は 本 来 高 級 社 に 出

役 す る 労 働 力 に 数 え られ て い た た め､ 高 紬 礼 は 夏 州 戯 禁 則 で あ る こ

と を 理 由 に 魚 探 り を 禁 止 し た｡ だ が､ 劉 老 人 は 高 級 社 へ の 出 役 を サ

ボ タ ー ジ ュ し た｡

第 3の 耶 例 は 輯 州 妨ミ 大 吉 高 級 礼 の も の で あ る (表 中 ③ )｡ 描 碓

作 業 料 に 社 内 の 出 校 しな い 半 人 前 の 労 働 力 は 零 細 な 耕 地 片 を 利 用 し

て 瓜 を 栽 増 し よ う と し た が､ 高 級 礼 は 許 可 し な か っ た｡ 高 級 社 で は

こ う し た 分 散 し た 零 細 地 片 に 緑 豆 な ど を 作 付 け た が､ 排地 が 過 度 に

分 散 して お り 管 理 が 行 き 届 か ず 生 育 状 況 が 良 く な か っ た｡

ま た､ 舘 7生 産 隊 の 劉 継 才 (老 人 ) は 1955年 ま で は 姫 請 か ら離 れ た

7a程 度 の 荒 れ 地 を E;fl墾 して 排 作 し て い た｡ 1956年 に 高 級 礼 が 設 立 さ
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家庭別業 袋団農 作業 副業へ の tLiiの状況 地域名

(資料hro.) 対応 と反応;

(9老 人畜産 飼料配分 せず 畜産 放 発 蒋倫 県 .海興 区共 同拓級社

(診老 人漁労 夏季作業 漁労禁止 無断欠勤 弛江 収税崎高級祉

(身老弱労 働力 禁止○ 高級祉 箪州 県

零紺 地片耕作 への 出役強制 大吉高級社

④個 人養豚 飼料蛸人の ための荷車利 用禁止 阿城県水源高級祉

⑤羊 .豚 飼育 "iq本主義 "帆 勃 利娯

版売零細他での飼料作 行 為 と して禁止 ･大四砧郷小迎 珠河高級祉

資料 :① ｢一個想不通的問題 ｣, 黒滝江 El報 1956年 10月15日､ ② ｢不応該不新社

員生 摘 ｣, 1956年 LO月 9日､ ③ ｢両様作洩, 両種結果 ｣, 1956年 10月21El､ ④ ｢

冷接換不釆熱 心 ｣, 1956年 10月 9日､ ⑤ ｢那様似不全発脱茨木主義唱? ｣, 1956

年 10月 9口､ ⑥ r不必 姿 的 "三伯 " ｣, 1956iFIOJ]15U｡ (ff料番 号は我小の数

字 に対応こす る ).

即
れ る と､ そ れ は 禁 止 さ れ た｡ しか し､ 高 級 礼 は 劉 老 人 の 桝 して い た

耕 地 を作 付 け で き な か っ た｡

次 は 個 人 別 紫 は 貼 Lil瓜 実 に 反 す る r照 本 1 遜 ｣ 的 行 鵜 だ と して､

個 人 の 畜 産 が 禁 止 さ れ た 耶 例 で あ る｡ 表 に は 勃 利 択 大 四 姑 郷 小

迎 珠 河 高 級 社 の ヨⅠ例 と (表 中 ⑤ ) と双 城 児 新 確 高 槻 礼 の 邪 例 (義

中 ⑥ ) が 紺 介 さ れ て い る が, こ こ で は 後 者 の 耶 例 を紹 介 す る｡

新 華 高 級 社 で は､ 捕 碓 作 業 州 の 時 点 で 小 腸 を73暫fiを 躯 団 で 保 有 し

て い た｡ 当 時､ 生 活 が 苦 し くて 豚 を欄 人 で き な い 腿 家 が 64戸 い た が､

そ の う ち 30数 戸 が 高 級 社 か ら養 豚 を 請 け 負 う こ と を 要 求 した｡ 要 求

した 養 豚 の 方 法 は､ 高 級 社 が 豚 を 農 家 に掛 売 り して､ 代 金 を秋 の 収

機 後 に和 許 す る と い う方 法 で あ っ た｡ しか し､ 砧 級 祉 管 理 委 員 会 の

主 任 此 天 発 は､ 個 人 副 菜 が 脹 B]生 産 に比 滞 す る の を 恐 れ て 要 求 を

却 下 した｡ しか し､ TL一石級 社 で は 膿 の飼料 が 不 足 し10数 WIが 餓 死 して

しま っ た｡

総 じて､ 絹 地 社 で は 企粗 生 産 を 主 体 とす る娘 剛 iEi業 と個 人 別 巣 の

調 整 に成 功 して お らず､ む し ろ 前 者 が In使 先 さ れ る の が 実 態 で あ っ

た｡

こ れ らの gJ例 は 二 つ の こ と を示 して い る｡ 第 1は 高 級 社 に よ る 腿

村 の 資 源 利 用 の rRJ以 点 で あ る｡ 老 人 な ど圃 場 作 業 に適 さな い労 働 力

が 行 お う と し た 副 業 は､ 小 規 模 な 畜 産､ 漁 労､ 零 細 地 片 の 耕 作 な ど

で あ る｡ 畜 産 に つ い て は 飼 料 つ ま り作 物 の 副 産 物 の 利 用 の 問 題 が 存

在 し た (*)｡ 高 級 社 で は 役 畜 な ど食 梶 生 産 に関 わ る 動 物 の 飼 育 が

重 視 さ れ た と推 測 さ れ る が､ そ の 他 の 小 型 家 畜 と副 産 物 を結 び 付 け

て 所 得 に 転 化 さ せ る よ う な 部 門 は､ む しろ家 族 経 営 あ る い は家 族 の

中 で も老 人 な ど に過 して い た の で あ る｡ 漁 労 や 零 細 地 片 の 利 用 の 酎

例 も ほ ぼ 同 様 で､ 大 地 片 で の 食 板 生 産 を 主 体 とす る高 級 社 で は ど う

して も利 用 し き れ な い が､ 括 用 す れ ば 社 員 世 相 の 増 収 に役 立 つ 地 域

資 源 の 利 用 の 問 題 で あ っ た｡

*:個 人 畜 産 を 含 む 飼 料 供 給 つ ま り腿 作 物 の 副 産 物 利 用 に つ い
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て は､ 洪 積 手工省 全 体 で 次 の よ う な 問 題 が 存 在 して い た｡ 副 産 物 の

哲 理 状 況 と して は r飼 料 に 使 え る テ ン サ イ の 柴 が 畑 に放耶 さ れ た

り､ 穀 物 の "しい な " (実 の 入 っ て い な い 桝 -菅 沼 ) や こ ぼ れ た

穀 物 が 脱 享受場 で 風 雨 に さ ら さ れ て い た り して い る ｣｡ だ が そ の 一

方 で ｢多 くの 社 員 は 家 畜 の 飼 料 を娘 め る た め に 奔 走 して い る｡ さ

ら に は､ 飼 料 の 困 難 の た め に､ 多 くの 社 員 が 母 豚 を 売 却 した り去

勢 した りす る｡ や む を えず 35-40kgに 育 っ た 肥 育 豚 を 屠 殺 して し

ま う J 状 況 が 存 在 して い た｡ そ の 原 因 と して 挙 げ られ て い る の は､

g･理 委 員 会 は r (当座 は -背 招 )金 柑 の 脱 穀 に 忙 し くて､ 副 産 物

分 配 ま で 手 が 回 らな い の で､ 脱 穀 作 業 を 完 成 して か ら副 産 物 を 分

配 して も退 くな い ｣ と考 え て い る 点 で あ っ た｡

汗 料 に よ る と ｢中 共 黒 屯 江 省 委 員 会 と省 人 民 委 員 会 の 秋 季 収 械

糊 分 配 工 作 に F対す る聯 合 指 示 に 基 づ い て 早 急 に 副 産 物 を 社 員 に 分

配 す る ｣ べ き で あ る と提 起 して い る が､ 飼 料 供 給 の 面 か らみ て も

個 人 別 菜 の 圧 迫 と収 機 期 に お け る副 産 物 回 収 の 軽 視 とは 相 互 に rAJ

迎 して お り､ 個 人 の 畜 産 業 と副 産 物 利 用 の 物 質 的 循 環 が 断 た れ て

い る の が 実,I鰻で あ っ た (以 上 は ｢評 論 一快 把 戯 作 物 別 産 品 介 給 社

員 ｣, 親 権 江 日報 1956年 12月 7 日 に よ る )｡

第 2は 老 人 労 働 力 利 用 の 問 題 で あ る｡ 東 胡 の 海 倫 県 海 興 区 共

同 高 級 社 の 召l例 に反 映 して い る よ う に､ 家 族 控 宮 で は 老 人 は 囲 場 作

業 に 従 申 す る よ り も､ 家 に残 っ て 園 地 経 営 や 小 規 模 畜 産 に 配 置 す る

こ とが 選 択 さ れ て い た｡ 高 級 社 で は 細 江 県 税 吟 高 級 社 の 前 例 に み

た よ う に, 矧 域 作 業 (手 作 業 を 中 心 とす る 夏 季 作 業 で は あ る が ) に

拘 束 し, 副 業 (漁 労 ) を そ れ と頼 合 す る も の と して しか 位 置 づ け る

こ と しか 出 来 て い な か っ た の で あ る. こ の 点 は 第 4福 第 9章 第

2節 で 初 班 社 に お け る 婦 人 労 働 力 や ｢底 辺 世 相 ｣ に残 さ れ た作 業 他

力 の 劣 っ た 労 働 力 の 利 用 問 題 を 考 察 し た 隙 に 指 摘 した こ と と同 じ性

質 の 問 題 で あ る｡ つ ま り､ 強 固 侶 業 を 使 先 し､ 個 人 副 業 を ｢洋 本 主

義 ｣ 的 行 為 と して 排 斥 す る こ と に よ っ て､ 性 別 や 年 齢 的 に 多 様 な 人

摺占

々 か ら構 成 さ れ る社 員 世 即 の 構 成 員 を 適 IJ適 所 に 和 正 す る こ とが 不

可 他 に な っ て い た の で あ る｡

こ の 二 つ の I糊腿 点 は 仙 互 に r判迎 して い る の で あ るが､ ?,1の 側 面

か らみ れ ば 個 人 副 業 に含 ま れ る よ う な 戯 村 資 源 の 利 用 は ど の 様 な 主

体 に よ っ て 実 行 さ れ るべ きか と い う経 営 管 理 の 問 RBで あ る｡

こ こ で 土 地 改 革 前 の r大 農 ｣ の 年 稲 経 常 と比 較 す る な らば､ 年 屈

労 働 力 が ま す 炊 TjI相 当､ 牧 畜 哲 理 担 当 (ゼ 板 f)､ 腿尖頭 (打 頭 的)

と基 本 的 な 業 務 分 担 を して 配 置 さ れ た 上 で､ 空 き時 間 には 他 の 雑 役

に従 IgIす る こ と も屈 FT3条 件 の 中 に 含 ま れ て い る こ と､ ま た 未 成 年 も

補 助 ･雑 役 用 に 屈 用 され て い た の で あ るC た だ､ 段 村 (自然 村 = 屯)

全 休 の 汗 源 の 利 川 と して 見 れ ば､ これ は 推 測 に よ る しか な いが､ 他

の 階 屑 一一 ｢小 脇 ｣ ｢零 細 農 ｣ お よび ｢屈 位 ｣ -- が 被 屈 用 時 間 以

外 の 時 fiuを 利 用 して ｢大 腿 ｣ に利 用 さ れ な い 桝 地 な ど を不 十 分 な が

らも 利 用 して い た と思 わ れ る｡ つ ま り上 地 改 革 揃J'は地 域 全 体 の 資 源

と労 働 力 は､ 各 附屑 に分 離 して 個 別 に利 川 さ れ て い た の で あ る｡ そ

れ に 比 して 高 級 礼 は 食 粗 作 物 の 生 産 や 役 畜 な どの 利 用 につ い て は､

管 理 上 の まず さ は あ れ 一 応 は カ ヴ ア - して い た と して も､ そ れ 以 外

の 資 源 利 用 に つ い て は､ これ ま で の fii例 で み た よ う に 放 棄 され て い

た の が 那 実 で あ っ た｡

第 2の 側 面 か らみ れ ば 多様 な 性 質 を持 つ 家 族 労 働 力 の 就 業 を達 成

す る 上 で 家 族 経 営 と高 級 礼 と い づ れ が 効 果 的 で あ っ た か と い う社 員

世 相 の 就 業 =所 は 増 大 の 問 題 で あ る｡ こ の 点 に つ い て は節 を改 め て

別 の rJt例 か ら考 群 す る こ と とす る｡

第 3節 個 人 副 業 と社 員 世 帯 の 所 村

本 節 で は 個 人 副 業 が 社 員 の 世 帯 所 得 に とっ て どの 様 な 意 味 を 持 っ

て い た の か を､ そ れ が 禁 止 さ れ た Tlt例 か ら考 摂 す る こ と を 第 1の 課

題 とす る｡ そ して､ 別 業 生 産 自体 の経 済 的聞腿 の 存 在 を確 認 す る こ

と を 第 2 の 誹 雌 とす る｡



J門
A)個 人 別 業 の 禁 止 に よ る 社 員 世 相 の 所 'T'.≠減 少

本 項 で は 三内河 爪 向 似 郷 勝 利 高 級 社 の rll例 を 取 り上 げ る が､ 川

56年 に 8 つ の 初 級 社 を 合 併 収 糾 して 設 立 さ れ た｡ 1956年-の 概 況 は､

戸 数 565戸､ 人 口 は 2,010人､ 食 相 生 座 Etは 3,567,750kg､ 桝 地面 111は

1,723.6haで､ 1ha当 り収 鬼 は 2,069.9kgで あ っ た｡ こ の 収 瓜 は 芋 期

も由 良 換 許 して 食 粗 に 含 ん だ も の で あ る が､ 当 地 で は 水 富 を 被 らず

豊 作 で あ っ た と い う (註 7)｡

1956年 の 災 B]生 産 の 実 績 は 表 161 5に 示 し た通 りで あ る が､ ま ず

食 樋 生 産 に つ い て は 大 豆 が 50% 減 産 し た こ と と､ 畑 地 の 水 田 へ の 転

換 に 失 敗 し､ そ の 作 業 の た め 他 作 物 の 作 付 け が 適 州 よ り遅 れ 減 産 し

た こ とな どの rHJ腿 も あ っ た. 熊 田 の 畜 産 菜 で は ｢赤 字 が 発 生 し た J

と い う｡ そ れ で も食 掘 生 産 も増 産 し､ 社 員 の 75% が tVr得 増 大 を 達 成

した の で あ っ た｡

しか し､ 表 中 の 副 地 面 横 の 減 少 に象 徴 さ れ る よ う に､ ｢個 人 副 業

生 産 を軽 視 し､ そ の た め に社 員 副 業 収 入 が 減 少 し､ 社 員 収 入 も 総 称

で 減 少 す る J 場 合 が あ っ た｡

そ の 状 況 を 示 した の が 衷 16- 6a)で あ る が､ 商 細 祉 設 立 前 の 1955

年 に は 初 級 社 に お け る 個 人 副 業 が 社 員 世 相 の 総 収 入 に 占 め る 比 重 は

3割 弱 で あ っ た｡ 個 人 副 業 は 社 員 世 相 に と っ て は 成 業 収 入 (=初 繊

祉 か らの Lti役 報 酬 ) で は 不 足 す る 食 料､ 燃 料 凸 の 補 填 部 分 と して 東

軍 で あ っ た が､ 特 に 養 豚 は 衣 料 焚､ 養 約 は El常 的 な 小 追 い 銭 を 得 る

た め に行 わ れ て い た｡ しか し､ 高 奴 社 が 設 立 され る と個 人 副 業 (棉

に養 豚 ) が 削 減 さ れ て､ 世 帯 全 体 と して は 減 収 す る も の が 発 生 した｡

個 人 副 業 の う ち 園 地 経 営 に つ い て 見 た の が 衷 b)で あ る｡ 1956年 に

は 園 地 面 横 が 総 排 他 面 fllに 対 す る 比 虫 と して も､ 絶 対 面 横 と して も

半 減 した｡ 従 来､ 園 地 で は 自給 用 の 野 菜､ ジ ャ ガ イ モ､ 瓜 頬 が 生 産

され､ そ の 一 部 は 版 売 さ れ て い た｡ ま た こ れ らの 作 物 は 飼 料 と して

も利 用 さ れ て い た｡ 従 っ て､ 園地 が 削 減 さ れ た 意 味 は､ 自家 消TT部

分 の 不 足 ば か り で な く､ 販 売 に よ る現 金 収 入 の 減 少､ さ ら に 先 に み

た飼 料 不 足 に よ る養 豚 の 続 行 不 能 を結 果 す る の で あ っ た｡

衣16-5 勝利T.'q-級41.の生掩概況

1955年 1956年 備考

農業収入 +日 .3%

別業収入 9,624元 14.581元 対55咋比+5l.5%､ 新庄は赤字

囲地面機 140,aha 60,aha 染Lqlシ'†がイモJJi産 に80ha捻 出

1人 当 り風地面補 6a 3a

資料 : r工作研究 一茂民家庇別業減退的))jiLB及Jl発凪的途f盟J, ,f出穂江 日報 1956

年 12月目口. ー
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着16-6 高級社 にお ける個 人別光 と社 員 世相所iJIF

a)世帯総所 得 に占め る別業所持の地位

個 人別実収 入のLU-印総収入 に占め る比重 備考 (別業収入の川途 )

J955* 27.H% ①農業収入の不足JIuLn=食料 .燃料の桐入費用

② 養豚 収入 (別業収入の 川X)は衣料費支出

③ 養鶏収入は小通 い と して支出

1956年 H.04% 別業減収節 は災団山桜報酬の増収柵 よ り大 きい

幽地面税率(総朋 地両税に対す る比盟) 1戸 当 り園地両横 栽 培作物 と用途

1955年 6.0% 308 野菜 =自家消炎川C

ジャガ イモ､ 瓜斯=自給､ 版売ー 飼料

他 に菜種､ 煙草.

l956年 3.5% 15a 高級社が園地 回収 分80haで生産 した

註 : 1戸平均家族人数は 5人｡

C)老人の就業状況 と年所 1'5 (1956年､ 60歳以上 男子 )

高級社への 出役 の手呈度 人数 1人 当 り出役 日数 高級祉出役 報酬 年総所得 副業内容

通年出役 54人 80-100日 200元 200元

半分出役 59人 30-50日 60-loo克 >200元 園地管理 .薪染め

出役な し 48人 300元 威地管理 .養豚

資料 : rエI/川 偶 一茂民家艦別業減退的lJ;姻 及-)ほ JIUJ()途樫 ｣, 鵜碕江 El朝日956
年 12月 11日.

Foo

こ こ か ら､ 個 人 副 業 の 社 員 世 相 の 総 所 得 の 維 持､ 増 大 に とっ て の .

重 要 性 が 看 取 さ れ る が､ こ の 水 準 は 上 地 改 ･Tl前 の ｢小 段 ｣ ｢零 細 農｣

の よ う に 金 柑 生 産 ば か りで な く､ I'急 迫 版 苑 " を 含 め て そ の 他 の 所 .

得 源 へ の 依 存 率 が 高 か っ た串 倍 に 対 応 す る も の と考 え られ る (第 1
I

編 第 1章 第 5節 参 照 )｡

次 に､ 老 人 の 就 業 状 況 と所 得 の 側 係 で あ る が､ 当 時 勝 利 高 地 社 で r

は ←老 人 労 働 力 を 通 り=こ配 置 して い る が､ そ の は (拒 ･能 力 に応 じて I I■

配 分 で き て い な い ｣ こ とが 問 題 と され て い た｡

高 級 社 全 体 で 60歳 以 上 で 半 人 前 の 作 業 稚 力 もな い老 人 は 161人 い た

が､ 初 級 社 の 段 階 で は ｢老 人 労 働 力 は 3- 5人 で 壮 年 労 働 力 1人 に ■

相 当 す る も の の､ 年 収 は 少 な くな い し､ 家 庭 生 酒 に大 き くfi献 して

い る ｣状 況 で あ っ た｡

しか し､ 同 級 祉 設 立 以 降 は､ ｢野 菜 (主 に ジ ャ ガ イ モ )の 蝦 B]経

営 を 強 調 し､ 隣 地 を 減 ら し老 人 も 合 作 社 で 労 働 さ せ たo そ の た め､

労 働 力 が 浪 出 さ れ､ 老 人 の 特 長 を 酒 か せ ず､ 家 庭 生 酒 も支 障 を き た

した ｣ と い う 状 態 に な っ た と い う｡

そ れ を 表 C)か ら見 る と 状 の よ う な こ とが 分 か る｡ 高 級 社 へ の 出 役

日数 が 少 な い ほ ど､ 逆 に 言 え ば 個 人 副 業 へ の 従 Tjl日数 が 多 い ほ ど､

老 人 1人 の 年 所 得 が 多 くな る 傾 向 が 示 され て い る｡ 副 業 の 内容 を 見

る と､ 年 J'r‡｣の 約 半 分 を 個 人 副 業 に従 邸 す る も の は 園 地 経 営 の他 に は

薪 集 め で あ る が､ 全 く出 役 しな い 場 合 に は 養 豚 に 従 事 で き る こ とが

分 か る｡

こ の よ う に､ 祉 貝 世 相 の 所 得 増 大 と い う観 点 か ら見 る と､ 少 な く

と も 抑 揚 作 美 能 力 の 劣 っ た老 人 に つ い て は､ Lti役 す る よ り家 で 副 業

に従 事 す る 方 が 有 利 で あ っ た の で あ る｡

8 )喪 豚 副 業 の LilJ菜 資 金 問 題

こ れ ま で 個 人 副 菜 とそ の 禁 止 郎 例 を 考 察 して く る な か で､ 義 勝 が

一 つ の 並 奨 な 部 分 を 占 め て い た｡ しか し､ 恭 豚 を 行 う に は､ 肥 育 の

場 合 仔 豚 を 欄 入 す る こ とが 必 要 に な る｡ だ が､ 次 に通 河 県 蛎 蛸 郷
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高 潮 高 級 社 の 琳 例 に み る よ う に､ 高 級 社 が 許 可 し た か ら と言 っ て

す べ て の 世 相 が 直 ち に養 豚 を 行 う こ とが 山 来 る わ け で は な か っ た (

註 8 )｡

商 渦 高 級 社 の 管 理 委 員 会 所 在 地 の 自 然 村 (吃 ) に は､ ｢当 時 110戸

の 個 人 養 服 せ 11Jが あ っ た が､ う ち 52戸 は "分 点 " を 行 っ て 衣 豚 を 営

ん で お り､ こ の "分 養 " を 行 う世 柿 は 一 般 に 経 済 力 の 弱 い 貧 困 戯 家

で ｣ あ っ た｡

｢分 養 緒 ｣ と は､ 膳 所 有 農 家 が 他 の 戯 家 に 対 して 訴 負 飼 育 を さ せ

る こ と を 指 して い る｡ そ の 方 法 は ほ ぼ 3つ に 分 か れ る｡ ま ず 仔 取 り

の 場 合 だ が､ 言r7負 JB家 が 出 生 した 仔 臓 を 所 有 Lm家 に唆 し､ 母 豚 は 言乃

負 戯 家 の もの に な る と言 う も の｡ 応 初 の 1回 の Lll産 ま で は 完 全 に 所

有 戯 家 の た め に 行 い､ 2 回 日 か らは す べ て 自 分 の 所 有 に な る. 第 2

は 肥 育 の 場 合 で､ 所 有 農 家 は 2頭 の 仔 豚 を 娘 して､ 謂 負 戯 家 は 肥 育

した 後 に Iiifiを 所 有 段 家 に返 す と い う も の で あ る｡ 弟 3も肥 胃 で あ

る が､ 1iiTtを 訊 け 負 っ た 場 合 に は 成 長 後､ 版 元 収 入 か 肉 の 半 分 を 所

有 LBt家 に過 す と い う もの で あ る.

肥 育 の 場 合 の 飼 育 費 用 につ い て は 状 の よ う な 関 係 に な っ て い る｡

例 え ば 仔 豚 2安貞の 肥 育 を 請 け 負 っ た 場 合､ 仔 豚 1頭 で 5kgの 時 負

の 価 格 は 10元 で あ っ た｡ 肥 育 後 は 90- 100kgに成 長 し 1頭 当 り50数 元

とな る｡ 成 長 後 は 1頭 を 所 有 農 家 に返 す わ け で あ る か ら､ 所 有 良 家

は 2頭 20元 の 負 担 で 50数 元 の 膿 を 引 き取 る か ら30数 元 の 純 益 に な る｡

しか し､ 謂 負 戯 家 は 1夢貞50教 元 を 得 る 代 わ り に飼 料 は す べ て 自分 で

調 達 せ ね ば な らな い とい う リス ク を 負 っ て い る｡ た だ､ 仔 豚 が 死 亡

した 場 合 は､ そ の 時 点 で 双 方 が 損 失 を 被 る こ と に な る｡

こ う し た養 豚 の 方 法 は ｢解 放 前 の 農 民 に対 す る 搾 取､ 農 民 の 貧 困

の 象 徴 的 現 象 ｣ で あ る と さ れ､ 高 級 社 に お い て は 一 般 の 農 家 間 で こ

の 関 係 が あ っ た｡

こ の 古 い茶 腹 形 態 の 存 続 す る原 因 と して は､ 第 1に 一 部 の 貨 幽 JB

家 は 仔 膳 の 柵 大 汗 金 が な い の で､ こ う して は じめ て 弟 勝 を 行 え る､

発 2に そ う で な くて も養 豚 戯 家 に と っ て 小 腸順 入 資 金 を 節 約 で き る

9pt

長 所 が あ る か らで あ っ た｡

こ の IP 例 か らは 個 人 副 菜 と して の 養 豚 の IHlは 点 が ｢i日は 的 に分 か る

の み で あ る｡ だ が､ こ う した 状 況 が 存 在 す る こ と か ら､ 個 人 別 業 が

現 実 に行 わ れ る た め に は 社 員 世 相 の 側 に 一 定 の 税 金 の 蓄 伯 の あ る こ

とが 前 提 とな る の で あ っ て､ 実 際 に は 規 金 普 111の 欠 gt]した 世 相 が 多

く存 在 した の で あ る｡

第 4節 本 苛 の ま とめ

本 章 で は 高 級 祉 に お け る個 人 副 業 を 巡 る間 脳 を 考 群 して き た.

副 業 の 内 容 と して は､ 畜 産 業､ 手 工 業 (腿 副 産 物 加 工 な ど )､ 採

取 業 (薪 災 め､ 草 刈､ 狩 猟､ 漁 労 )､ 園 地 経 営 な どが あ り､ 実 際 に

は 家 屋 修 理､ 穀 物 加 工 な ど消 炎 生 酒 にl対わ る家 庭 の 雑 役 も含 め て 考

察 し た｡

高 級 祉 設 立 後 の 副 業 の 実 施 状 況 は､ 通仰 の JEi作 業 州 あ る いは 冬 季

と も に低 調 で あ る の が 普 遍 的 状 況 で あ っ た よ う で あ る｡ 被 災 地 別 井

に つ い て も ほ ぼ 同 様 で あ っ た｡

架 屯 江 省 で は 上地 改 革 前 か ら食 柁 生 産 が ｢届 出 ｣ を 除 く Lg:相 の 主

業 で あ り､ 副 業 と さ れ る 部 門 は 凪 場 作 業 時 間 以 外 の 空 き時 間 を 使 っ

て 行 わ れ る程 度 で あ っ た｡

しか し､ ｢小 段 ｣ ｢零 細 農 ｣ な どの 下 層 戯 家 に とっ て は､ 相 対 的

に副 業 の Bi要 腔 が 増 す 傾 向 に あ っ た｡ た だ､ 冬 季 副 業 は､ この 季 節

が 被 災 地 段 家 や 多 くの ｢屈 農 ｣ に とっ て は 生 酒､ 就 業 条 件 が よ りよ

い地 域 へ 移 住 す る 時 Juで も あ り､ 副 業 が 全 階 屑 に破 っ て 普 遍 的 に展

開 す る状 況 は 存 在 しな か っ た よ う で あ る｡

高 級 社 で の 副 業 問 題 は こ う した 旧 来 の 状 況 を 上 台 と しな が ら も･

や や 追 っ た 意 味 を持 っ て い る｡ 第 1に虚 作 業 糊 の 副 菜 につ い て は､

社 員 労 働 力 の 利 用 に l娼わ る主 体 が 高 級 祉 あ る い は 生 産 隊 と社 員 世帯

に分 離 し た こ と と､ 前 章 で 考 解 した企 視 生 産 の 改 良 技 術 の 採 用 に よ

っ て 別 業 を行 う 眼目Ej=こ対 す る 制 約 が 強 め られ る と い う状 況 が 新 た に

発 生 した (幹 部 の 個 人 副 業 を 禁 止 す る 傾 向 は こ こ に起 因 す る も の と
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考 え られ る )｡ 第 2 に被 災 地 別 業 に つ い て は､ 被 災 民 の 勝 手 な 移 住

を許 さず､ あ く ま で も高 級 社 を tI1位 と し た J,'生井 lJ'J役 興 の 手 段 と して

副 菜 は 組 縮 さ れ た｡ これ も従 来 で は 見 られ な か っ た 別 業 の )rf態 で あ

る｡

高 級 社 に お け る個 人 副 業 の 聞 出 は､ 特 に 朽;1-着 に l対わ る も の と して

発 生 した｡

そ こ に は､ 何 級 社 の 労 働 力 利用 の rHj腿 を LIJ心 と して､ 利 用 可 能 な

地 域 資 源 を活 用 す る 問 題 と､ 社 員 世 相 の 家 族 労 働 力 の 通 性 配 把 =総

所 得 増 大 の 問 題 とが 薬 膳 に存 在 して い た (図 16- 1参 照 )｡

前 章 ま で の 検 討 とfAJ迎 づ け て 整 理 す れ ば､ 高 級 社 の 食 指 生 産 は 食

規増 産 政 坪 の 下 で 一 方 で は 改 良 技 術 の 探 月｣と して､ 他 方 で は 生 産 隊

が 実 施 す る作 業 進 行 ノル マ の 拘 束 に よ っ て､ よ り強 化 さ れ た 金 槌 生

産 労 働 を 中 心 に 行 わ れ て お り､ 従 っ て 高 槻 祉 管 理 委 員 会 あ る い は 生

産 隊 に と っ て 計 画 化 も ノル マ 化 も さ れ て い な い 個 人 副 業 と の 成 合 は､

必 然 的 に 個 人 別 業 の 禁 止 と い う形 で 処 理 さ れ る こ と に な る. 付 け 加

え れ ば､ 高 級 礼 の 食 ‡崩生 産 の 際 に IHj腿 と な っ た役 畜 の 利 用 問 題 な ど

の 解 決 に と っ て､ 個 人 副 業 は rRl腰 を よ り複 雑 に す る 要 因 と しか な ら

な い で あ ろ う｡ 言 い 換 え れ ば､ 副 業 に 含 ま れ る小 規 模 畜 産､ 園 地 経

営 (例 え ば 野 菜 生 産 )､ 採 取 業 な ど地 域 汽 源 の 十 分 な 利 用 は 食 耀 生

産 と同 一 の 作 業 単 位 で 管 理 す る こ との 難 し さ を表 現 して い た の で あ

る｡

だ が､ 本 章 で 考 察 した も う 一 つ の 重 点 は､ 社 員 世 相 の 家 族 労 働 力

の 利 用 と所 得 増 大､ あ る い は 生 酒 に と っ て､ 個 人 副 業 や 生 活 上 生 じ

る雑 役 は 不 可 欠 で あ り､ 譲 歩 し難 い も の で あ っ た｡ そ して 個 人 副 業

が 禁 止 さ れ る 場 合 に は､ 副 業 所 得 の み な らず 世帯 絶 所 得 の 減 少 に も

結 果 す る 場 合 が あ っ た の で あ る. 実 態 か らみ る限 り こ こ に 高 級 社 と

家 族 経 営 の 対 抗 の 一 側 面 を 見 る の で あ る｡

た だ､ この 点 に つ い て の 最 終 的 な 結 論 は､ 単 に 個 人 別 業 の 問 題 だ

け か らは 下 す こ とが 出 来 な い の で､ 引 続 き 次 章 以 降 で は 高 級 社 の 収

益 分 配 や 経 営 問 題 の 考 察 を通 じて 検 討 して い く こ と と す る.

図 16-1 染B]農作業 と仰1人馴光の側係概念図

高級祉 社員Lu-脚

就業場面 (改良技術探川 家庭雑役 家 リ【 ｢仰l人刷繋 ｣

により強化さ L削 也経'i;守

れた農作繋) 養豚､漁労など

労働力利用 作某Lu役 ト---⇒ ツ3十
と ノルマ 労働 時rTdJの弟見合 ;/AI_テi吉の :

問REi点 衆作 ヨ=孝

労働 時日"の統合

一一一一山桜による所1!き減-う 老 人l

社員世邦の l出役報酬 -- -う基本的Ji計3里(呪物+別金 )

所得 と刑錐 食費､燃料米不足分捕墳 (現金)ト --≡

衣料購入貨､小額支出i3金 ト ー-!

貿源利用 耕地 自留地 (園地)

および生産部門 役畜飼育ぐ----一一飼料成合一一一一う養豚

荒れ地 (餅､飼料 )
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第 16帝 引 用 註

註 1: 『射碕江 廃 業 合 作 史 』pp287- 2901

註 2: 以 下 は､ r祉 論 一必 調 重 視 虚 業 社 的 別 業 生 産 ｣･ 熊屯江 日

報 1956年 6月 5日 に よ る｡

註 3: 以 下 は r中 共 黒 滝 江 省 委 員 会･ ･%屯 江 省 人 民 委 員 会 r判於

加 強 生 産 救 災 工 作 的 指 示 1956年 8月 23日 ｣, 黒 竜 江 日報 1956年 8月

25日 に よ る｡

註 4: r評 論 一巡 一 歩 堅 持 倣 好 生 産 救 災 1-L作 ｣, 鵜 確 江 日報 1956

年 12月 9 日 に よ る｡

註 5: 以 下 は r娘 確 江 省 人 民 委 員 会 発 出 冬 季 生 産 指 示 ｣･ 親 権 江

日報 1956年 11月 18Elに よ るo

証 6: ｢中 共 巣 屯江 省 委 員 会 関 /j今今 冬 ETJ1番 JB村 TL作 的 指 示 19

56年 12月 23日 ｣ (熊 穂 江 El報 1956年 12月 27日 に よ る○

証 7: 以 下 は､ ｢:T.作 研 究 一倍 民 家 彪 副 菜 減 退 的 原 因 及 其 発 展 的

途 裡 ｣, 熊 Tl江 El報 1956年 12月 11日 に よ る｡

註 8: 以 下 は､ r関於 分 菜 摘 ｣, 洪 鞄 江 日報 195r,年 8月 4 Elに よ

るO

70と

第 17車 高 紺 社 に お け る収 益 分 配 と祉 目 角 馴 托)頗

は じめ に

本 編 の 第 125巨と邦 13帝 で は､ 両 級 社 に お け る作 業 お よび 経 営 管 理

制 度 と生 産 隊 の f村越 を考 察 した｡ ま た､ 第 15環 で は 食 鴨 生 産 の 技 節

改 良 が 高 槻 社 の 顔 作 業 編 成 や 排 地 利 用 に及 ぼ す影背 を考 察 し､ 発 16

章 で は 個 人 副 業 を巡 る楽 団 農 業 と社 員 世 相 の 就 業 .所 得 問 周 に触 れ

て き た｡

本 草 で は､ 高 級 社 の 収 益 分 配 の 実 態 とそれ に関 越 した経 営 問 周 を

中 心 に考 察 す る が, 上 記 の 話 章 の 経 済 的 脚 面 か ら見 た総 括 的 部 分 で

も あ る｡ つ ま り､ 大 別 して以 下 の 2つ の 問燭 を城 う こ とを通 じて,

家 族 経 営 に と っ て 高 城 社 に編 入 させ られ た経 折 的 意 味 を解 nJ]す る こ

とを 課 題 とす る｡

本 章 の 内 容 は 3つ の 部 分 か ら構 成 され る｡ 第 1即 は 高級 社 に お け

る収 益 分 配､ 特 に商 級 祉 の生 産 資 用 お よ び 苔 桃 部 分 と社 員 へ の 山 役

労 働 報 酬 の 分 配 との 対 抗 の 問 題 で あ る｡ こ こ で は, 節 4編 第 9草

第 5節 で初 紐 社 につ い て 見 た もの と同 じ次 元 の IRl燭 が扱 われ る｡

第 2印 は 収 益 分 配 の 間屈 と も関 迎 す る高 級 社 にお け る食 欄 生産 斡 用

の 咽 大 問 題 を 扱 う｡ こ こで は､ 改 良技 術 の採 用 な ど に よ る問題 発 生

の 原 因 の 究 明 と同 時 に､ 高 級 社 に お い て こ う した問 煩 が発 生 す る シ

ス テ ム 上 の 必 然 性 を解 明 す る｡ こ の 2つ の 節 を合 わせ て 高紋 社 の 経

営 問 題 か ら家 族 経 営 と比 較 した場 合 の 農 業 経 営 と社 員 の所 得 増 大 の

対 抗 の 問 倍 を 析 出 す る｡

箱 3節 は 社 員 世 相 の fl僻 開 局 で あ る｡ この 間 朗 は高 根 祉 設 立 時 点

の 生 産 手 段 の 右 肘 共 有 化 を発 鞘 と して 発 生 した問 顔 で あ るが､ こ こ

で は 生 産 手 段 の 共 有 化 の 問題 を通 じて 家 族 経 営 を 高槻 社 に組 織 した

経 済 的 意 味 を解 明 す る｡

こ こで は 高 級 社 に編 入 され た こ とが､ 社 員 の所 得増 大 と い う観 点

か らプ ラ ス で あ っ た の か どう か を虚 的 に確 認 す る こ とは で きな い｡

と い うの は､ 初 級 社 につ いて は 第 4絹 第 10草 で 分 析 した が､ 高 級

社 に つ い て は 対 象 とす る時 期 が 1956年 の 1年 間 しか な く､ しか も省

日
.=

叫
"洲｢
鮮

は
けて
汁抑
ト
ト韻

叩
-
I-

ド



9b■7

内 で 広 範 に 水 害 の 発 生 し た年 で あ る た め､ 減 産 あ る い は 所 得 減 少 が

認 め られ た と して も そ れ が 高 級 祉 自体 の riUは な の か 分 別 で き な い か

らで あ る｡ 従 っ て 本 章 で は 可 能 性 と して の み こ の 点 に 応 え る こ とが

山 来 る に過 ぎ な い｡

第 1節 収 益 分 配 の 実 際 と社 員 の 所 得 fHl腿

社 員 に対 す る 山 役 労 働 報 酬 は､ 熊 滝 江 省 の 場 合 夏 季 小 変 収 碓 後 と､

秋 季 の 他 作 物 の 収 機 後 に 行 い､ そ の 後 年 末 決 許 さ れ る｡ 報 酬 分 配 の

際 に は､ そ れ ま で 労 働 点 数 と して 記 録 さ れ た 収 雌 物 に 対 す る取 り分

が 現 物 あ る い は 現 金 形 態 で 実 現 さ れ る｡ こ の 分 配 工 作 の 峠 州 に 社 員

の 山 役 労 働 報 酬 鮒 を 左 右 す る 安 因 は､ 節 1に､ 高 級 礼 の 総 収 入 か ら

雌 子､ ｢公 榊 金 ｣､ r公 益 金 ｣､ 国 家 胤 汽 所 金 の 退 所 分 な ど を どの

程 度 控 除 す る か と い う問 題 で あ り､ こ れ は 社 員 へ の 分 配 総 櫛 を 規 定

す る｡ そ の 意 味 で 出 校 報 酬 の 分 配 工 作 は 総 収 入 の 再 配 分 全 体 に rAlわ

る問 題 で あ る｡ 第 2 に､ 生 産 隊 毎 に - Elの 作 業 が 終 7 した 郡 股 個 別

に評 価 ･記 帳 さ れ た 労 働 点 数 を､ 高 級 祉 全 休 で ど の よ う に 統 一 的 に

評 価 す る か と い う問 題 で あ る｡ こ れ は､ 生 産 隊 を 単 位 とす る 個 々 の

生 産 隊 隊 員 =社 員 へ の 分 配 額 を 規 定 す る｡

本 節 で 扱 う の は 自然 災 害 に 見 搾 わ れ た 1956年 の 資 料 が 主 体 と な る

が､ 同 年 の 特 殊 事 情 の 中 か ら高 級 社 の 収 益 分 配 の 制 度 的 概 況 と一 般

的 問 題 と を 出 来 る 限 り分 別 して 検 討 す る こ と とす る｡

A)収 益 分 配 に お け る 祉 R LLi役 報 酬 分 配 の 制 皮 的 地 位

高 級 社 に お け る報 酬 分 配 は 通 常 年 2回 あ り､ 1回 目 は 8月 に 収 機

さ れ る 小 麦 を そ れ ま で の 社 員 の 取 得 し た 労 働 点 数 を基 準 に 分 配 す る

も の で あ る｡ 2回 目 は 秋 季 収 機 作 業 後 に 高 級 社 が 年 未 決 算 を 行 う 降

に行 わ れ る秋 季 分 配 で あ る｡ 本 項 で は こ の 年 2回 の 収 益 分 配 に 閲 し

て 1956年 と57年 の 政 坪 文 献 か ら制 度 的 側 面 か らそ の 基 本 的 問 題 を 析

出 す る こ と を 課 題 とす る｡

ま ず 最 初 に 扱 う夏 季 報 酬 分 配 は 春 以 来 の す べ て の 点 数 を 消 印-して
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分 配 す る の で は な く､ La柊 的 な 決 許 は あ くま で も秋 季 収 穫 作 業 終 了

後 に 行 わ れ る｡ そ の 意 味 で､ 夏 季 報 酬 分 虎 は 祉 日 に秋 の 収 機 前 に "

一 息 つ か せ る " も の で､ 原 語 で も r預 分 ｣ (前 払 い ) と呼 ば れ て い

る｡ ま た､ 1956年 の 夏 季 報 酬 分 配 は､ 高 級 祉 設 立 後 の Lif,t初 の 分 配 で

あ り､ 制 度 的 混 乱 の お さ ま らぬ 多 くの 高 級 社 で は､ 社 員 の 高 級 社 に

対 す る信 頼 を 勝 ち 取 る上 で 重 要 な 政 治 的 意 味 も持 っ て い たC

本 項 で は､ 1956年 の 報 酬 分 配 に 関 す る 政 箱 文 献 か ら高 級 社 の 収 益

分 配 の 制 度 的 概 況 と ポ イ ン トを考 察 す る｡

ま す､ 1956年 7月 の 状 況 は､ 55年 ま で は 家 族 経 営 で あ っ た た め ｢

収 入 の 全 て が 腿 家 収 入 で あ り､ 所 相 が ど れ 椎 か 容 易 に推 洲 で き た が､

高 級 社 で は 娘 Fl経 折 の - 偶 成貝 で あ る た め､ 朴 貝 は Ii7jfJl等が い く らに

な る か 心 配 して い る ｣状 況 で あ っ た (証 1)｡

そ こ で､ 娘 屯 江 粥 の 党 委 員 会 は､ 小 変 収柏 後 の 報 酬 前 払 い につ い

て ｢満 級 祉 設 立 後､ JrX初 の 報 酬 分 配 で､ 祉 R が 社 会 主 砲 の 優 越 他 を

測 る 瓜 初 の 虫 ･!ETTな 時 則 ｣ で あ る と位 荘 づ け て い た (託 2 )｡

こ う した 状 況 を受 け て､ 当 時 の 省 政 肘 ･党 委 員 会 の 指 沼 と して は､

収 穫 物 の 分 配 に 関 して ｢高 級 祉 総 収 入 の 多 く を社 員 に分 配 し､ 分 配

前 の 控 除 を 少 な くす る ｣ 原 則 を堅 持 す る こ とが 強 調 さ れ た｡ そ して

小 麦 の 総 収 入 の 70% を社 員 分 配 に振 り向 け る こ とが 示 され た｡

こ の 原 則 の 下 で 示 され た収 益 分 配 に関 わ る 各 班 用 項 目の 処 理 方 法

に つ い て は 衷171 1の よ う に指 導 され た.

小 麦 の 総 収 入 か らは まず 農 業 税 (国 税 )が 控 除 され､ 続 いて 翌 年

用 の 小 麦 の 椎 子 が 差 し引 か れ る｡

次 は 生 産 手 段 共 布 化 資 金 と生 産 舛 LLi照 資 金 の 貸 借 の 決 着亮部 分 で あ

る｡ 第 12帝 難 1節 で 見 た よ う に､ 高 級 祉 設 立 の 隙 に は役 畜 や 農 具

は 右 旧 共 有 化 さ れ た｡ そ して､ 各 世 帯 が 売 り漉 す 役 畜 ･農 具 の 評 価

総 蛾 か ら労 働 力 当 り にLu資 称 が 割 り当 て られ て い た｡ 実 隙 に は 各 世

相 が 売 り波 し た 役 畜 ･戯 貝 の 評 価 郷 と出 群 別 当板 との 差 敬 の み が 規

金 で 高 紬 礼 か ら返 済 され た り､ 徴 収 さ れ た りす る と い う方 法 が 採 用
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半日 注意中頃および備考

農業税

翌年の小麦種子

生産手段共有化 (別当以上に出貸 した社員への掛 声と､ 削当分を出i5でき

貸金 なかった社員か らの徴収分の決折項目)

･生産丑資金 ①原則 ‥夏季には決済せず枚挙分配時に処理する.

②小麦の豊作地域では､ 出讃別当の不足分を未納の社員

よりー その一部を徴収する.

③別当以上に出讃 した分は秋に元利を退ラ刑 -る○

指浄幹部の管理労働炎 各高級社で予め定めた基蝉で報酬を与える.

社員の出役 ①生産棟rtlJの点数評価基唯の不均衡の是正○

労働報酬 ②ノルマの超過遥成分の奨励を行 う○

③ "五保戸"に対 しては､ 点数評価J'下僚遇するのではな く

註 : "五保戸" とは老人､病人､ 孤児- 寡婦あるいは障害者 世秤で､ 食事 ･燃
料 ･剤 R.教育 ･衣料 ･葬式の保護を受 けるもの｡

資料: ｢中共果萄江省委員会 関於作好農業生産合 作社麦収領分工作的指示 19

5時 7月 24日｣･ 7%亀江 日掛 95岬 7別 9日･および ｢祉論一認真作好麦収預分
工作｣, 果奄江El報 1956年7月29日.

qlc,

さ れ､ 瑞 級 社 の 報 酬 分 配 時 に そ の 決 済 が 行 わ れ る こ と にな っ た｡

だ が､ 同 義 に 見 る よ う に基 本 的 に は 秋 季 収 機 後 の 分 配 で 決 析 す る

も の と さ れ､ 夏 季 分 配 峠 に は 控 除 され な い こ と に な っ た｡

さ ら に､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 構 成 員 や 生 産 隊 長 な どの 管 理 労 働 狩

が 控 除 さ れ る｡

夏 季 分 配 で は こ れ らを 控 除 した 放 りが 社 員 の LLi役 労 働 報 酬 の 分 配

に 充 て られ る｡

以 上 が､ 夏 季 の 分 侃 方 法 に r狙す る指 羽 内 容 で あ るが､ 続 い て 秋 季

報 酬 分 配 の 内 容 を懲 埋 して か ら､ 高 級 社 の 収 益 分 配 の 概 況 を検 討 す

る｡

* * :k

1956年 の 秋 季 の 収 ).左分 配 に つ い て も､ 粥 311'委 n 会 か ら指 示 が 山 さ

れ た｡ ま た､ 当 時 熊 聴 江 日報 には 職 さ れ た社 説 の 内 容 を合 わ せ る と､

収 益 分 配 の 背 屈 に つ いて 以 下 の よ う に述 べ られ て い る (牲 3)｡

当 時 の 状 況 と して 挙 げ られ た 第 1点 は､ 組 織 の 数 と規 模 が 過 去 に

な く大 き い こ と｡ 従 っ て､ 高 級 社 の 幹 部 に大 勢 の 大 衆 を指 申 した り

r労 働 に 応 じ た 分 配 ｣ を 完 壁 に実 施 す る 経 験 が な い こ とで あ る｡ こ

れ は､ 高 級 社 が 設 立 さ れ て 管 理 委 員会 に よ る 分 配 工 作 の 指 串 に新 た

な 問 題 が 生 じた こ と を 示 して い る｡

第 2 は､ 今 春 の 高 奴 祉 設 立 ･合 併 の 中 で 残 され た 問 題 を 解 決 しな

け れ ば な らな い こ と､ ま た 少 な か らぬ 高 級 社 で 会 計 帳 蒲 の 管 理 が 混

乱 して お り､ 会 計 業 務 能 力 が 劣 っ て い る こ と で あ る｡ これ も 1点 目

とほ ぼ 同 じこ と を 指 して い る が､ 特 に経 営 管 理 体 制 の 兼 女 偏 と･ さ

き に 触 れ た 生 産 手 段 共 有 化 を 巡 る控 訴 的 問 題 が 鮎 さ れ て い る こ と を

示 して い る｡

第 3に､ こ れ らの 問 題 点 の 実 際 の 現 象 と して､ ｢実 際 の 分 配 工 作

の 中 で､ 幹 部 や 会 計 員 が 独 断 で 生 産 砲 を 確 定 し､ そ れ に基 づ い て 勝

手 に 報 酬 分 配 案 を 決 定 し､ 社 員 に対 して 一 方 的 に 公 布 して い る､ (

･大 衆 鞘 組 " な らぬ -菅 沼 ) "幹 部 路 線 " が 韮 延 して い る ｣｡ そ し

て､ ｢社 員 は､ 分 配 案 が 不 合 理 で あ っ た り生 産 英 紙 を 過 大 評 価 して
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い る の に 不 満 を 持 っ て い る ｣状 況 が あ っ た｡

弟 4が 1956年 の 作 柄 に l対す る も の で､ r大 部 分 の 高 級 社 は 盟作 だ

が､ 一 部 に 被 災 した 高 級 社 が あ り､ ま た 生 産 隊 に よ っ て も 作 柄 が 興

な っ て お り分 配 の i前日Rが 追 う こ と J で あ っ た｡ こ れ は､ 小 論 の 弟 13

章 で 生 産 陽 の 経 営 管 理 閲 腿 で 触 れ た こ と と共 通 す る 点 で あ る｡ つ ま

り､ 茄 13帝 で は､ 生 産 随 の 作 菜 進 行 な ど の ノ ル マ の 通 J戎状 況 に kiし

た 労 働 評 価 制 腔 が 生 産 隊 梅 の 生 産 条 件 の 格 差 が 存 在 す る こ とで､ 内

部 か ら反 発 を 受 け て い た こ と を､ ノル マ 言i7負 の 局 面 で ま た 制 度 的 に

見 た わ け で あ る が､ こ こ で は 同 じ問 題 が 分 配 時 点 の 問 煩 と して 発 現

して い た こ とが 示 さ れ た の で あ る｡

第 4の 点 に つ い て は 後 に 再 論 す る が､ 1956年 は 夏 季 同 様､ 秋 も 高

級 社 の 組 繊 内 部 の 状 況 は か な り不 安 定 で あ り､ こ う し た 中 で J蒜初 の

年 末 決印 が 行 わ れ た の で あ る｡

従 っ て､ 秋 季 報 酬 分 配 の 指 墳 内 容 も､ 純 綿 内 部 の 混 乱 や 自然 災 古

に起 因 す る社 員 の 軌 縄 を 鎖 静 化 さ せ る 意 PJを 持 っ て 定 め られ た｡

ま ず､ 出 校 労 働 報 酬 の 分 配 原 則 と して は､ 夏 季 同 様 ｢高 級 祉 総 収

入 の 多 く を祉 貝 に分 配 し､ 分 配 前 の 控 除 を 少 な くす る ｣ こ とが 挙 げ

られ､ 具 体 的 に は ｢高 細 社 の 総 収 入 の 60-70% を 祉 員 に分 配 し､ 90

% 以 上 の 社 員 の 所 得 増 加 を 保 証 す る ｣ こ とが 指 申 さ れ た｡

各 々 の 井 目 と そ の 決 定 方 法 につ い て は 蓑 17- 2 に ま とめ た 通 りで

あ る｡

総 収 入 か ら控 除 さ れ る 費 目 は 夏 季 分 配 よ り も増 え て い る｡

生 産 平 に つ い て は､ 翌 年 用 の 種 子 は も ち ろ ん､ 秋 に 収 棲 さ れ る 作

物 の 種 類 と虫 か ら飼 料 留 保 も 含 ま れ､ 現 金 部 分 と して は 翌 年 の 生 産

運 転 資 金 も計 上 され､ こ れ は 作 柄 に影 響 さ れ る こ とな く控 除 さ れ る

こ と に な る｡

そ して､ 夏 に 計 上 され な か っ た 生 産 丹 用 出 資 金､ 生 産 手 段 共 有 化

資 金 の 滑 符 が 行 わ れ る｡

続 い て 返 済 !!Jl隈 の き た 国 家 触 津 汽 金 や 商 業 部 門 の 掛 売 り代 金 な ど

が 控 除 さ れ る｡ こ の 部 分 につ い て は､ 高 級 社 の 返 削 拒力 に 応 じて 延

?/'乙

衷17-2 高級社の秋季収益分舵の計詐方法 ()95岬 )

戟目 注意可一項および備考

生産費 内容 :翌年のための種子 .粗飼料及び生産逆手云冶金

①作柄に雌伏なく充分留保する.

②拡大将生産部分はあくまで ｢公税金｣から支出すること.

生産数m出資資金等 ),i;川J:規定通 り元利を返消する｡

国家弛沼 規定通 りに ｢公税金｣から退所する○

資金 破災地では双方の協まjqを経て､延洲を してもよい.

商業部門 州限通 りに返消する○

の推ト売 り代金 支払fJは)Jが無い場合には双方の協吉成を経て延州!してもよい○

｢公税金 ｣ 琵一休雫は純収入 (総収入-J'lEi澄税-56畔の各棚生椎柴川)の

6%程JEを基蝉とし､作柄に応 じて訓盤する○

｢公益金 ｣ 留保率は純収入の 1-2%とする.

管理労働炎 一般に高級祉総収入の0.5%を超えない

(管理委員会の米韓に対する報酬 .手当は例外とする)

社員の出役 ① ｢労働に応 じた分配､ 多 く労働すれば多く受け収る｣という

労働報酬 社会主義の分配原則を壁持する.

②作繋進行ノルマが不合理なところではノルマ基準を修正 し､

点数評価方法が不合稚なところでは訓生する○

③男女ruTの点数評価や農業 と別業など部門ruJの点数評価に不当

な格差があれば是正する○

④生産隊確の点数評価方法の格差が}:さけれぱ管理委員会が生産

染料 : ｢中共舶佃江省委貝会､黒滝江省人民套fl会 r父状 況il作好農業生産合作

1止秋収収iEt分配工作的指示 ｣,舶福江 日報I95岬 9月26El･
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抑 す る こ とが 認 め られ て い る が､ こ れ は 当埠 の 災 害 を 考 慮 した も の

と思 わ れ る｡

続 い て､ r公 fll金 ｣及 び ｢公 益 金 ｣ に つ い て で あ る が､ 各 々 の ftJ

保 率 は 純 収 入 の 6% と 1- 2% で あ る｡ ｢公 fn金 ｣ の 留 保 比 率 は 節

12章 第 1節 A )項 で 黒 滝 江 省 の 党 委 員 会 の 汗 料 か ら考 察 し た と

こ ろ で は 10%で あ り､ こ こ で は 4% 引 き 下 げ られ て い る｡ こ れ も,

災 宙 な ど に よ る も の と思 わ れ る｡

瓜 後 に管 理 委 員 会 や 生 産 隊 の 幹 部 の 報 酬 が 控 除 さ れ る が､ 生 産 隊

隊 長 な どの 報 酬 部 分 に は 総 額 で 限 度'が 設 定 さ れ て い る｡

以 上 の 7項 目 の 部 分 を 総 収 入 か ら控 除 した 班 余 が 社 員 の 出 校 報 酬

に充 て られ る の で あ る が､ こ の 部 分 を 各 社 貝 に 分 配 す る に は 表 示 し

た よ う な 様 々 な "調 整 " が 必 要 で あ っ た｡

こ の 点 に別 して や 料 で は ｢社 員 間 や 生 産 陽fil｣の 労 働 報 酬 が 不 合 理

に な る原 因 は 大 変 複 雑 で､ こ の flJj題 の 処 理 に あ た っ て は､ 単 純 に も

う 一 皮rR初 か ら評 価 し直 す こ とや､ 放 把 して お くな ど の 誤 っ た 方 法

を 防 止 せ ね ば な らな い ｣ と注 意 が 促 さ れ て い る｡

こ れ らの 多 くは 第 13章 で 考 釈 し た と こ ろ で あ る が､ 衷 ｢FIの ② と④

は 生 産 隊 が 請 け 負 っ た ノ ル マ 評 価 お よ び そ れ に基 づ く隊 員 の 点 数 計

芹 に 関 わ る も の で あ る｡ こ こ で は と り あ え ず 制 度 的 間 願 を 指 摘 す る

に と どめ る が､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 発 定 ･下 達 す る ノ ル マ 一一 ｢包

工 ｣ ノル マ (作 業 進 行 ノ ル マ )や ｢包 産 ｣ ノ ル マ (単 収 ノ ル マ ) な

ど 一一 は 生 産 隊 に対 す る 大 枠 の 指 標 に 過 ぎず､ 生 産 隊 で は 独 自 に 微

調 光 を行 う権 限 が 与 え られ て い た は す で あ っ た｡ しか し､ こ こ に 表

示 さ れ た 調 整 が 生 産 隙 間 の 格 差 に つ い て との 程 度 の も の を 調 整 の 必

要 あ り と認 め る か が 定 か で は な い が､ 分 配 時 点 で 調 整 を 行 う こ とが､

生 産 隊 の 調 惣 結 果 を 反 古 に して し ま う 可 能 性 が あ る｡ そ う で な く と

も､ 生 産 条 件 の 有 利 な 生 産 隊 に と っ て､ ノ ル マ 達 成 状 況 の 評 価 結 果

を他 の 生 産 隊 と平 均 化 す る 方 向 で 調 整 さ れ る こ と は 納 付 の い か な い

もの で あ ろ う｡

* * *

?ly'.

こ れ ま で 1956年 の 夏 季 放 び 秋 季 収 益 分 配 の 方 法-を 検 討 して き た が､

以 上 で nJ]ちか に な っ た点 を整 理 して お く｡

舘 1は 夏 季 分 配 と秋 季 分 配 の J対係 で あ るが､ 夏 季 分 配 の 対 象 が 小

麦 の み で あ る の で､ 小 麦 の 碓 子 とJi3繋 税 が 控 除 さ れ る以 外 は､ 鮎 り

は 幹 部 の 管 理 労 働 報 酬 と お よ び 一 般 社 員 の 出 役 報 酬 に 充 て られ る｡

つ ま り､ 夏 季 分 配 は "一 時 金 給 付 " の 意 味 を 持 つ と考 え られ る｡ こ

れ に 対 して 秋 季 分 配 は 作 物 の 種 類 と血 が 多 い た め､ 飼 料､ 生 産 津 金､

｢公 械 金 J､ ｢公 益 金 ｣ が 控 除 さ れ る ば か りか様 々 な (11務 が 決 済 さ

れ る｡

第 2に 総 収 入 か ら控 除 され る そ れ ぞ れ の 丹 Uの 相 互 I対係 に つ い て

修 正 を認 め られ て い な い｡ そ して､ ｢公 fil金 ｣及 び ｢公 益 金 ｣ に つ

い て も あ ま り修 正 の 余 地 が 与 え られ て い な い｡ 文 面 上 LrRも柔 軟 に 処

理 で き る と さ れ て い る の が 種 々 の 依 頼 の 決 折 に つ い て で あ り､ 高 級

ilの 他 力 に応 じ た 返 済 ･支 払 が 詐 され て い る｡ 次 に明 文 化 され て 限

度 が 決 め られ て い る の が 町 Ai労 働 門 で あ り､生産 性 超 な どの 報 酬 部

分 に 限 度 が 設 け られ て い る｡

こ う し た各 班 日間 の 関 係 を 見 る と､ 高 級 礼 の 111純 お よび 拡 大 再 生

産 に 関 わ る耕 E)が 傑 先 控 除 さ れ､ 経 営 外 部 (国 家 ) か らの 偵 務 の 返

済 な ど に つ い て は あ る程 度 後 回 しに で き る制 度 と な っ て い る｡

* * *
次 に 1957年 の 収 益 分 配 の 制 度 状 況 に つ いて 考 察 す る が､ 同 年 に つ

い て は 夏 季 分 配 の 資 料 に 限 られ る｡

こ こ で も只 商 法 省 の 政 府 及 び 党 委 員 会 の 出 した 文 献 を利 用 す る が､

1956年 度 とは か な り質 的 な 変 更 が 行 わ れ て い る (証 4)｡

1957年 は 前 年 の よ う な 水 害 の 被 害 は な か っ た た め か､ ｢一 般 的 に

は 麦 総 収 入 の 500/.以 上 を 社 員 に分 配 す る ｣ と され､ 56年 の 夏 季 分 配

よ り 10%引 き 下 げ られ て い る｡

そ して､ 収 益 分 配 は ｢国 家､ 肩 紐 祉､ 個 人 の 利 益 を結 合 し､ そ の

上 で 労 働 に応 じ た 分 配 を 行 う ｣ と され､ 収 機 物 の 処 分 を､ ① 翌 年 用
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の 種 子 の 留 保､ ② El業 税 納 入､ ③ 基 準 に 応 じた 社 員 の 飯 米 用 小 変 の

留 保 (*)､ ④ 国 家 買 付 け任 務 の 完 成､ ⑤ 揃 級 礼 の r公 111金 ｣､ r

公 益 金 ｣ の 留 保､ ⑥ 残 余 を 労 働 日 に応 じて 礼 flに 分 配 す る､ と い う

順 序 で 行 う よ う に示 さ れ た｡ こ こ で 示 さ れ た の は､ 小 麦 の 処 分 の 順

序 で あ る か ら① ～④ ま で が 現 物 の 処 分 順 序 で あ り､ ⑤ と⑥ が 販 売 収

入 の 現 金 の 分 配 順 序 で あ る｡

現 物 の 処 分 方 法 に つ い て は 次 章 で 考 察 す る が､ 収 益 分 配 と は こ う

した 硯 物 の 分 配 の 後 に続 い て 行 わ れ る の で あ る｡

*: 飯 米 用 小 麦 の 分 配 基 準 は､ EEf家 規 定 に従 っ て 行 う こ と と さ

れ て い た｡ つ ま り､ ｢一 般 的 な 小 変 産 地 で は､ 1人 当 り10-20kg

と さ れ､ 主 産 地 で は 25-35kg｣ と さ れ た｡ た だ､ 高 級 祉 晦 の 具 体

的 な 基 準 は こ の 限 度 を 超 え な い 範 囲 で､ ｢小 麦 の 作 柄 や 習 作Lに 従

っ て 社 員 の 討 言題を通 じて 配 分 す る ｣ こ と と さ れ た｡ こ う した こ と

を 前 提 と して ｢各 社 員 か ら配 分 賀 氷 見 を 捉 出 さ せ て 全 休 で 審 査 し,

所 得 に 差 の あ る社 員 に 対 して 多 め あ る い は 少 な 目 に 配 分 して も よ

い ｣ と さ れ た｡

衷 17- 3 に ま とめ た よ う に､ 1957年 の 夏 季 分 配 の 特 徴 は 1956年 の

同 期 と比 べ て 生 産 か 用 の 控 除 と返 済 期 限 の き た 融 資 資 金 の 回 収 が 強

化 さ れ た 点 に あ る｡

ま ず 種 子 の 留 保 で あ る が､ こ こ に は 食 耀 生 産 計 画 と関 逃 して 状 の

二 つ の 特 徴 が 現 れ て い る｡ 第 1は 機 子 の 損耗 を 考 え た 留 保 を 行 う こ

と､ 第 2は 小 変 の 作 付 面 梢 を 抑 制 す る 点 で あ る｡ 2点 目 に つ い て は

第 15章 で す で に 指 摘 した 点 で､ 食 掘 増 産 の た め に 単 収 が 相 対 的 に 低

い 小 麦 の 作 付 け を 抑 え る 傾 向 が こ こ に も 反 映 して い る｡

次 に生 産 孜 用 に つ い て で あ る が､ 56年 の 夏 に は 生 産 坪 用 の 控 除 は

行 わ ず､ 秋 に 行 う こ と に な っ て い た｡ しか も､ 秋 季 の 収 雌 ま で の 生

産 井 用 を 含 め て 翌 年 分 の 生 産 史 用 も 出 来 る限 り夏 季 分 配 時 に控 除 す

る こ とが 強 調 さ れ て い るC

9/占

表17-3 高級礼の夏季収益分配の言l,TuJ-汰 (1957年 )

費目 注患部項および備考

種子留保 ①57年の作付両横に応 じて58年の梯子を留保する○

②種子の変質や伯耗を考頗 して10%多めにJVa保する.

③58年に小麦の作付両横を拡大するところでは､ ,jT-附 こ県 .郷 と

相談 して小麦の作付面積を現在の水準にとどめるようにする○

生産数用 (57年下判 Vは 58年の生産斐川 )

①菱収楼後の分配の際にt 下半期に必安な生産熊川を紹保する○

②菱収機後も別業収入の見込みがあれば減 らしてもよい○

③菱の収入の比_gI.が苗いか絶対櫛が大きい地域では､ 収入に応 じ

58年の生産共用を留保する○

④ この部分は何方手に流用 してはな らない.

国家融賃 (D平年作であれば､満州融資讃金を近消○

資金 (卦B]収方法 :県の政府と党委貝会が両は指韓を して､銀行 .信用

協同組合の代表者会誠を召楽 し､ 高級祉梅に回収瓶 .追捕硯を

全面的に削り当てる.

公税金 ①純収入の5%○

②公梢金の使用順序 :生産拡大投資う国家満期馳讃追捕

う共有化出資基金の返適う基本建設投資○

公益金 純収入の 1%とする.

管理労働 ①高級祉主任や党支部苗妃､会計貝などぞ1-従椛只は､ 中の上ある

戟 いは中等の出役労働力と同 じ基唯で分配する｡

②生産隊の労働点数記帳要員には手当を支払う○

資料 ｢中共那 遠江省委員会､ ,-%碕江省人民委員会 側於作好麦収分配工作的指示｣

,具も尚江日報1957年 8月8日.
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そ して､ 国 家 融 資 貸 金 の 返 済 に つ い て は､ 回 収 方 法 の 面 か ら県 単

位 で 伯 権 者 (銀 行､ 侶 用 はi同 組 合 ) を 頻 め て 相 互 調 整 を 図 りつ つ､

全 体 と して 高 級 社 か ら倒 務 を 回 収 す る 方 途 が 考 え られ て い る｡

｢公 損 金 ｣ と ｢公 益 金 ｣ に つ い て も 夏 季 分 配 で 留 保 す る こ と が 捉

起 さ れ､ た だ そ の 留 保 率 は 1956年 の 秋 よ り も 1% 低 く抑 え られ て い

る｡

こ の よ う に 1957年 の 夏 季 収 孟左分 配 に お い て 1956年 に は な か っ た 生

産 費 用 と融 資 資 金 の 返 済 分 が 控 除 さ れ､ ま た ｢公 棉 金 ｣ と ｢公 益 金 ｣

が 留 保 峯 は 低 くな っ た と して も留 保 す る こ と が 振 起 さ れ た｡ こ の こ

とは､ 高 級 祉 自 体 と して は ま ず 単 純 再 生 産 を 継 続 で き て 拡 大 再 生 産

を も 行 え る経 済 的 条 件 を 自 力 で 創 出 す る こ と が 指 鞘 の fri点 に な っ た

こ と で あ り､ 国 家 散 讃 資 金 の 回 収 も同 様 の 意 味 を 持 つ も の と思 わ れ

る｡ そ の 原 因 に つ い て は 二 つ 考 え られ る｡ 一 つ は 1956年 の 災 害 の 彩

管 を 受 け て 高 級 祉 自 体 の 自 己 再 生 産 能 力 が 低 くな っ て い た こ と､ 二

つ 目 は 1956年 の よ う に 国 家 融 資 資 金 の 返 済 の 延 榊 を 認 め る よ う な 緒

や か な 方 式 で は､ 実 隙 に は 退 折 が !粥川 隈 に伸 ば さ れ る 危 険 が あ っ た

こ と で あ ろ う｡

続 い て､ 社 員 へ の 報 酬 分 配 の 方 式 に つ い て 考 察 す る｡

そ の 内 容 は 大 別 す る と以 下 の 3点 に ま とめ られ る｡

弟 1は 生 産 隙 間 の 報 酬 分 配 額 の 調 整 に つ い て で あ る｡ 作 業 進 行 ノ

ル マ 謂 負 制 ( ｢包 工 ｣ 制 ) を 実 施 して い る場 合 に は､ ｢不 合 理 な 点

を調 整 しつ つ､ 点 数 に応 じて 分 配 す る ｣ と さ れ た｡ そ の 調 整 と は､

｢生 産 隊 全 体 の 作 業 虫 が 点 数 ノル マ よ り少 な い と こ ろ で は､ 余 剰 部

分 を 社 員 の 実 隙 の 労 働 El数 に 応 じて 各 個 人 に 配 分 し､ 作 業 状 況 の よ

い社 員 に は 奨 励 を Ltlす ｣O 逆 に ｢実 隙 の 作 業 血 が 点 数 ノル マ よ り多

い生 産 隊 で は､ 超 過 部 分 を 1点 当 りの 価 値 を 引 き 下 げ る形 で 調 光 し､

実 際 の 点 数 を 控 除 す る 方 法 は 採 用 しな い ｣ と さ れ た｡

こ の 点 につ い て は､ 小 論 興 13費 の 衷 13- 1で み た 省 党 委 員 会 の 紹

介 し た模 範 部 例 (双 城 照 度 城 高 級 祉 ) と は か な り主 旨 が 異 な っ て

い る. ま ず､ 実 際 の 作 業 巌 が ノル マ よ り少 な い場 合 に は､ ノル マ 通
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りの 作 業 が 行 わ れ て い な い場 合 が 含 ま れ るが､ そ の 際 に は 点 数 も控

除 さ れ る こ と に な る の に､ こ こ で は 生 産 隊 に 留 保 を 認 め 隊 内 で 分 配

す る こ と が 許 さ れ て い る｡ 逆 の 場 合 に は､ 作業 待 ち な どで 労 働 力 が

浪 耕 さ れ た場 合 も あ り､ そ の 際 に は 超 過 分 は 評 価 さ れ な い こ と に な

っ て い た が､ こ こ で は 点 数 の 単 価 を 下 方 修 正 す る こ とで 対 応 す る こ

と と さ れ て い る｡ 前 者 の 似 合 に は､ 実 隙 に は 消 化 して い な い ノ ル マ

分 も 水 増 し さ れ て 評 価 す る こ と に な る｡ さ ら にfuj腿 な の は､ ノ ル マ

を 実 行 しな か っ た 場 合 と作 業 の 効 率 化 を 図 っ た結 果 作 業 時 間 が 減 っ

た 場 合､ あ る い は 作 業 が 遅 延 した 吻 合 と独 自 に増 産 は 把 を 採 用 して

作 業 血 が 増 え た 場 合 とが いず れ も分 別 さ れ な い点 で あ る｡

こ う し た 調 光 は 本 質 的 に そ の 評 †L吋方 法 に お い て 各 生 産 隙 の 榊 成 日

の 出 役 労 働 報 酬 を 平 均 化 す る も の で あ り､ 言 い換 え れ ば 省 当局 自 ら

が ｢包 工 ｣ 制 度 の 徹 底 が 実 際 に は 不 可 能 で あ る と認 め た こ とを 意 味

して い る｡

第 2は､ 単 収 ノル マ 誠 負 制 度 ( ｢包 産 ｣制 ) に つ い て で あ る｡ そ

こ で は､ ノル マ の 超 過 達 成 と減 産 につ い て rl'罰 を 行 う こ とが定 め ら

れ て い る｡ そ して､ 原 則 と して ｢奨 励 を 主 と して､ 処 刑 は 少 な くす

る ｣ こ とが 提 起 さ れ た｡ そ して ｢超 過 達 成 部 分 の 70-80% は 生 産 隊

に給 付 す る ｣ と さ れ たC この 点 は 第 13華 美 13- 3に 示 した も の よ

り も 生 産 隊 へ の 留 保 率 が 高 くな っ て い る (燈 城 高 級 礼 で は 600/Oで あ

っ た )｡

1点 目 と併 せ て 考 え る と､ 高 級 礼 の ノル マ 制 度 は そ の 分 配 の 時 点

に お い て 作 業 状 況 と上l日収の 両 方 を 同 等 に評 Lllhす る の で は な くIlL収 で

評 価 す る 方 法 に 虫 点 が 移 軌 して い る こ と に な る｡ この こ とは､ 祉 貞

ぁ る い は 生 産 隊 の 生 産 実 紙 を 評 価 す る場 合 に､ 出 役 労働 の 状 況 か ら

把 握 す る こ と よ り も､ 収 虫 (申 収 )で 評 価 す る方 が 容 易 で あ る こ と

を 示 して い る と 思 わ れ る｡ も ち ろ ん､ こ こ で は 言 及 さ れ て い な い生

産 条 件 の 格 差 に よ る 利 害 聞 腿=ま別 個 に存 在 す る｡

鞘 3は 主 と して 経 別 人視 の 惑 い 社 員 但 印 へ の Lu役 労 働 報 酬 お よ び

飯 米 用 小 変 の 分 配 方 法 に つ い て で あ る｡
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そ の 内 容 は 8つ の 場 合 につ い て 定 め られ て お り､ 袈 17- 4 に ま と

め た｡ こ こ か ら分 か る の は､ 帯 紐 礼 の 中 に も 家 族 ,労 働 力 の 川 対 的 な

多 寡 に よ っ て 紫 朗 な 農 家 が 存 在 し ( r舛 戯 ｣ 礼 貝 )､ 彼 らは 飯 米 が

不 足 した りそ の 結 果 と して 家 計 収 支 が 赤 字 に な り､ ま た 高 級 礼 か ら

借 金 を して い た (表 中 ① ～⑦ )D 彼 ら に つ い て は 出 校 の 有 ,知宅に l対 わ

らず ,邦!モ条 件 に 飯 米 を 配 分 した り ｢公 !.左金 J か ら生 活 拝 金 を 掘 助 し た

り､ ま た 点 数 取 得 の 容 易 な 作 業 を 割 り 当 て た り して 快 諾堕､ 優 遇 を す

る こ とが 示 さ れ た｡

逆 に 出 役 労 働 も 多 く､ 1956年 の よ う に 災 宙 の た め に 前 級 礼 が 点 数

通 り に分 配 を 行 え ず､ 高 級 社 に対 して 偵 権 の あ る ILf引F(｢中 JB ｣ 社

負 ) も存 在 して い た｡ 彼 らに 対 して も 極 力 返 済 を 実 行 す る よ う に 考

慮 さ れ た｡

こ こ で 盛 安 な の は､ 初 級 礼 で も 同 様 で あ っ た が､ 銀 B]で 作 業 を し

て い る限 りで は 出 役 労 働 力 は 社 員 と して 同 等 で あ る が､ 実 際 に は 世

相 と して 生 活 し､ そ の 経 済 状 況 に よ っ て は 高 級 礼 との 問 に もJi'1権 ･

伯 務 関 係 が 発 生 す る 場 合 が あ り､ 高 級 礼 と して も ｢公 益 金 ｣ の 迎 用

を 含 め て 世Trp間 の 経 清 状 況 の 調 整 を 図 る 必 要 が あ っ た と言 う 点 で あ

る｡ 言 い 換 え れ ば､ 高 級 社 の 出 校 労 働 報 酬 の 分 配 は､ こ れ ま で 見 た

よ う な 個 々 の 社 員 間 の 所 得 調 整 だ け で は 完 結 せ ず､ 別 枠 で 世 帯 間 の

所 得 調 整 を 必 要 と して い た の で あ る｡ こ の 点 は 本 章 の 第 3節 お よ び

第 19尊 で 再 論 す る｡

* * *
以 上 で は 高 級 社 の 収 益 分 配 に お い て､ 高 級 社 の 総 収 入 か ら控 除 さ

れ る 種 々 の 費 用 項 目 の 決 定 方 法 と相 互 関 係 お よ び 出 役 労 働 報 酬 の 分

配 の 問 題 点 と を そ れ ぞ れ 考 察 して き た の で あ る が､ こ れ らの 諸 控 除

部 分 と出 役 労 働 報 酬 つ ま り祉 員 (世 帯 ) の 所 得 と の 関 過 は 明 椛 に は

な らな か っ た｡ そ こ で､ 以 下 で は 収 益 分 配 の 実 例 か ら こ の 関 過 を 明

らか に す る｡

I

B )収 益 分 配 の 実 .QB一紹 常 数 用 ･利 潤 蓄 梢 と労 働 所 得 の 対 立 -

72C･

表 17-4 社員世神の経消状況に応 じた報酬分配方法の訓盤 (J957年 )

社員世鞘の経済状況 山桜労働報酬の調整方法

①扶養家族の多い世叩 ア) ｢公int金｣からのJii消扶助｡

②労働力を欠いた世辞 イ)出役報酬の削払い○

(診怠け者 ア)思想教育の強化

イ)作業ノルマを強制的に削 り当てる｡

④家計収支が赤字になる ア)家庭別業の発展を積肋する.

恐れのある牡耶 イ)所得増大に有利な什部を削り当てる.

(9 "五保戸'' 人口に応 じて必要な飯米を配分する○

(参貧困農家一般 飯米小安を家族人口によって配分 しても､

出役報酬では生計が成 り立たない場合は､

高級社がその不足部分を一時的に榔墳する○

⑦飯米月待人資金を ア)高級社から摺 りている飯米納入貨金を報酬

侶金 している世帯 分配の際に控除する○

(｢貧農 J社員) イ)返済能力に応 じて秋季分配時に延期する○

⑧高級社に偵権のある ア)高級社に債権のある世帯に対 してはー高級

LLT帯 社は偵務を返還する○

資料 ｢中共親権江省委員会一 旗福江省人民委員会 関於作好菱収分配工作的指示｣

,鵜福江 日報 1957年 8月 8E].
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本 項 で は 五 将 県 南 土 郷 の 新 民 高 級 礼 と渦 J5,7県 平 安 高 級 礼 の 二

つ の 部 例 か ら､ 高 級 社 の 収 益 分 配 の 実 僻 を 考 群 す る｡ た だ､ 二 つ の

事 例 と も に 1956咋 に 水 雷 の lil矢 の 大 き か っ た 地 域 で あ り特 殊 な 状 況

に お か れ た部 例 で あ る が､ 一 つ の 耶 例 は 祉 R LJl役 報 酬 分 配 を 圧 紬 し､

も う 一 つ の 郡 例 で は 逆 に 生 産 班 用 な どの 留 保 が 圧 綿 さ れ た｡ こ の 二

つ の 餌 例 を 比 較 す る こ と か ら収 益 分 配 に お け る 諸 控 除 とLu役 ･yl働 報

酬 が どの 様 な r対係 に あ っ た の か を tJJ]ら か に す る こ とが で き る｡

ま ず 五 解 県 南 土 郷 の 新 民 高 級 礼 の IgI例 で は､ 秋 季 収 恭 分 配 を 行

う ま で の 過 程 と そ こ で 明 らか に な っ た 実 態 を 整 理 し､ そ の 上 で 山 役

報 酬 分 配 の 状 況 と間 組 点 を 分 析 す る (証 5)O

新 民 高 級 社 の 夏 季 収 益 分 配 は 五 常 県 の 党 委 員 会 工 作 組 の [-gilB指 串

の 下 で 行 わ れ､ 従 っ て こ こで 扱 う の は 同 県 の 模 範 当{例 で あ る｡

分 配 工 作 は 袈 17- 5の よ う な 4つ の 段 階 を 経 て 9月 13日 ～24日 の

間 に 進 め られ た. ま ず､ 高 槻 祉 管 理 委 員 会 の レベ ル に 分 配 工 作 の た

め の 組 織 を 作 り､ 社 員 に 対 す る 宣 伝 括 軌 と同 時 に､ 生 産 尖 紙､ 社 員

世 相 の 状 況 お よ び 高 級 礼 の 経 営 状 況 の 調 査 が 進 め られ た｡ 次 に 調 査

内 容 を 総 括 して 分 配 方 法 の 碓 定 と分 配 案 の 作 成 が 行 わ れ､ 続 い て 全

社 員 の 大 衆 討 議 に は か られ る｡ 最 後 に､ 再 び 宣 伝 活 軌 を展 開 し､ 同

時 に そ の 時 期 に行 う べ き 生 産 活 動 を 進 め な が ら､ 分 配 を 実 施 し た｡

生 産 状 況 特 に 被 災 ･減 産 状 況 を 調 査 す る こ とは 分 配 の 客 観 的 根 拠

とな る の で 重 要 で あ り､ 同 時 に 高 級 社 の 財 務 状 況 や 社 員 の 高 級 社 に

対 す る 生 産 手 段 共 有 化 資 金 な どの 債 権 .僻 無 関 係 を 調 査 す る こ と は､

小 麦 生 産 の 総 収 入 か ら何 を どれ だ け 控 除 し､ 山 役 報 酬 に どれ だ け 振

り向 け る か､ つ ま り高 級 社 の 出 役 報 酬 の 分 配 能 力 を 確 定 す る 上 で 重

要 で あ っ た｡

しか し､ 新 民 高 級 社 で も 1956年 は 水 害 の 被 害 が 出 て い た た め､ 那

査 と宣 伝 教 育 括 軌 の 実 施 過 程 で 様 々 な 問 題 が 明 らか に な っ て き た.

第 1は 春 に 年 度 生 産 計 画 を 策 定 した 隙 に は､ 1点 当 りの 評 価 額 は

3･19元 に な る と して い た が､ 雨 天 が 続 き ま た 水 害 防 止 の た め の 肥 増

管 理 の 作 業 盟 が 増 え た の で､ 社 員 の 中 に は 点 数 の 単 価 が 低 くな る こ

9I,7･:i

栽17- 5 I.;.'.級礼における宜李収i.Ti分配過程

(1956年､五J.I-a'県 南土郷 新民高級祉 )

ユニ作内容

畔備段階 (3ElriH)

組織作 り 報酬itJ;J'払い套El会を設立.一人J甜‖こJ&産 .被災状況訓査

小組､ 思想教育小組､政策研究小組を設JH.

宣伝描動 宣伝上作姿員を訓触 Lt 宣伝教育を全面的に展開する

巾ll況訓盃 作物の作柄､被災状況､ ノルマ吉行fT1制の実施状況､

労働ノJ利用状況､ "五保戸"状況､

社員の偵権 .1fほ引尖ー係､幹部 .社員の意見聴取O
高級社の財預状況を監査.

報酬分配案作成 生産 .被災状況訓爺の総1.Tj､分配Jj;iJMの碓組､

(5ElrLJJ) 山責決算の試算う報酬分配案の作成

分配案の大雅討誠 討論を通 じて分配案を検討 し､分配方法を確定するo

分配案の採択 討議内容を総括 し､全血的に教育を行い､生産を発動

と分配実施 して来年の生産の弊僻を同時に行 うo

賃料 : ｢中共五一.Ii絹 委員会工作組 新民農業社的秋収税分工作 ｣,,%穂江日報195

6年11月7日.
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と に 不 安 を 抱 く も の が 出 現 した｡

第 2は 計 画 生 産 瓜 が 実 隙 の 小 麦 の 収 瓜 よ り高 くな っ た の で､ 小 ま

の 国 家 口 付 任 務 も戯 業 税 の 課 税 額 も計由値 に よ っ て 決 め られ て い た

の で､ 飯 米 用 小 麦 の 分 配 が 少 な くな る こ と を 心 配 して､ 実 際 の 作 柄

や 収 丘 を 偽 っ て 低 く報 告 す る 例 が 続 出 し た｡ ち な み に､ 生 産 隊 の 小

麦 の 単 収 ノル マ は 1ha当 り1,960kgで あ っ た が､ 実 際 に は 31.5%低 く

1,344kgで あ っ た｡

第 3は 生 産 隊 に対 す る 作 業 謂 負 地 の 割 当 が 不 均 等 で､ さ ら に 作 柄

に追 い が あ る た め､ ｢豊 作 の 生 産 隊 は 不 作 の 生 産 隊 に 甘 い 汁 を 吸 わ

れ る ｣ と考 え､ 不 満 を持 っ て い た｡ 特 に 第 4生 産 ほ は 排 水 の 惑 い 窪

地 も 多 く､ ま た 1労 働 力 当 りの 排 他 面 相 も広 い た め､ 当 時 の 天 候 の

下 で は Laも不 利 で あ っ た (表 17- 6参 照 )｡

弟 4に 祉 貝 lit神 の 経 済 状 況 の 追 い に よ っ て も､ 社 員 の 問 に は 減 産

に よ る世 相 所 得 へ の 彩 背 を 心 配 す る風 潮 が あ っ た｡ 例 え ば､ 家 族 の

出 役 日数 が 多 く､ 高 級 礼 か ら共 有 化 拝 金 な ど の 返 済 が 終 っ て い な い

家 計 の 安 定 して い る 世 相 は､ 多 く出 校 して も 所 得 が 余 り増 え な い こ

と を 心 配 して い た｡ 逆 に 労 働 力 が 少 な く､ 扶 超 人 口 が 多 く､ 家 計 が

不 安 定 で 負 伯 の あ る 世 帯 は､ 分 配 の 時 に 借 金 部 分 が 控 除 さ れ て 所 得

部 分 が 娘 らも 残 らな い こ と を 心 配 して い た｡ さ ら に､ 13戸 の 孤 児､

寡 婦､ 孤 独 省 な どの "五 保 戸 " は､ 今 年 は 飢 餓 に 見 押 わ れ る と心 配

して い た｡

こ の よ う に､ 水 音 に よ る 減 産 が 明 らか に な っ た こ と で､ そ れ ぞ れ

条 件 の 異 な る 各 生 産 隊､ 名 出 役 労 働 力 お よ び 各 世 相 で 報 酬 分 配 の 結

果 自 分 (逮 ) が 孤 を す る の で は な い か と い う 心 配 が 多 く存 在 して い

た｡ こ れ らの 心 配 を 高 級 社 の 報 酬 分 配 制 度 の 面 か ら概 括 す れ ば､ 年

度 初 め に 知 ら さ れ た 分 配 頼 お よ び 分 配 方 法 が 減 産 に よ っ て 遵 守 さ れ

ず､ 各 世 相 の 所 得 に対 す る期 待 が 袈 切 られ る こ とへ の 不 安 で あ っ た｡

従 っ て､ 高 級 礼 の 分 配 工 作 は こ れ らの 心 配 を 除 去 す る こ と を 迫 られ

て い た の で あ る｡

* * *

上十

裁lT-6 高級心における耕地条作の柄,Ti

(1956埠､ 五渦,LEl 南土郷 新民高級祉 )

耕地面相 男子労働力 1労働ノ｣当り耕地ERi〟壬 備考

耶 1-3､5.6生産隊 655.66ha 364人 l.7-1.aha

1生産隊平均 131.13ha 73人

節4生産隊 )24.00ha 54人 2.aha うちmhaは托旭で排)J(不良

染料 : ｢小三もlL･.V.r脱糞El会⊥作組 新民農業社的秋収WTL//)工 作 ｣,典絹 江 El報 L95
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新 民 高 級 社 で は 小 麦 の 減 産 と い う 事 実 に直 面 して､ 単 収 ノ ル マ お

よ び 作 業 進 行 ノ ル マ の 達 成 状 況 に 応 じ た 止 役 報 酬 分 配 の 方 法 に 修 正

を 加 え る こ と を 決 定 した｡

ま ず､ 単 収 ノ ル マ の 達 成 状 況 に 応 じ た 分 配 に つ い て､ 従 来 は ノ ル

マ 超 過 部 分 の 60% を 奨 励 給 紙 と し､ そ の う ち 50% は IIi収 ノ ル マ を 超

過 達 成 し た生 産 隊 隊 員 に 均 等 分 配 し､ 10% は 陽 貝 の qlで 特 に増 産 に

貢 献 した も の に 分 配 す る こ と と規 定 して い た｡

しか し､ 減 産 が 明 らか に な り単 収 ノル マ を 下 方 修 正 し､ 同 時 に 奨

励 額 の 比 率 も 引 き下 げ､ ノル マ 超 過 部 分 の 20% を 奨 励 紙 粉 と し､ そ

の う ち 5% を 特 定 の 個 人 (生 産 隊 長 や 労 働 点 数 記 帳 貝 へ の 奨 励 部 分

を 含 む ) へ 分 配 し､ 残 り 15% を 陣 貝 に 均 分 す る こ と に した (超 過 生

産 を 実 現 した 生 産 隊 は 3つ､ 合 計 奨 励 額 は 526日 で あ っ た )0

単 収 ノ ル マ を 達 成 で き ず 減 産 し た 生 産 隊 に 対 して は､ 減 産 分 の 30

% に相 当 す る 労 働 点 数 を 控 除 す る 規 定 が あ っ た｡ しか し実 際 に は､

作 業 謂 負 地 の 配 分 が 不 合 理 で､ 1労 働 力 当 りの 桝 他 面 fllも 生 産 隊 Flr,1

で 不 均 等 あ り､ さ ら に 自然 災 茜 の 影 響 も あ っ た の で､ 減 産 した 3つ

の 生 産 輝 に は 経 済 的 な 処 分 を 行 わ ず､ 無 断 欠 勤 な ど山 役 状 況 の 想 い

社 員 に つ い て は 批 判 を す る に と ど め た｡

作 業 進 行 ノ ル マ の 実 施 状 況 とそ の 評 価 に つ い て は 概 ね 当 初 の 規 定

通 り実 施 した｡ こ の 点 に つ い て 資 料 で は 第 3生 産 隊 の 例 を 引 き な が

ら説 明 して い る｡

ま ず､ 第 1に 正 当 な 理 由 な く労 働 力 を 浪 許 した 部 分 に つ い て は､

労 働 点 数 を控 除 した. 例 え ば､ 弟 3生 産 隊 で は､ 中 桝 ･除 草 作 業 の

時 期 に､ 出 勤 時 間 が 遅 く､ 休 憩 時 間 だ け で 当 初 計 画 配 分 さ れ た 点 数

を超 過 して し ま っ た｡ 従 っ て 実 際 の 中 桝 ･除 草 作 業 に か か っ た 点 数

につ い て 高 級 礼 は 認 知 せ ず､ 当 初 割 り 当 て た 点 数 の み を 認 め た｡

第 2に 技 術 改 良 に よ っ て 作 業 虫 が 計 画 以 上 に増 え た 部 分 に つ い て

は 点 数 を 追 加 配 分 し た｡ 第 3生 産 隊 は 8.27haの 耕 地 に 計 画 に は な か

っ た 肥 料 投 入 を 行 い､ 45点 相 当 の 労 働 力 を 多 投 し た が､ 高 級 社 は こ

の 部 分 に つ い て 点 数 を追 加 配 分 した｡

92£

ま た､ 当初 ノ ル マ に入 っ て い な か っ た 厩 舎 建 設 を行 って 40点 相 当

の 作 業 を 行 っ た が､ これ につ い て も商 組 社 は 点 数 を迫 Juu配 分 した｡

邦 3に, 作 業 を 行 わ ず 使 用 しな か っ た 点 数 を高 級 礼 は 回 収 した｡

例 え ば､ 迎 Elの 降 雨 の た め､ 大 部 分 の 生 産 陽 で は 規 定 回 数 の 中 桝 ･

除 草 作 業 を 完 成 しな か っ た の で 4,000日分 が 余 り､ 高 級 社 は こ れ を 回

収 しそ の 他 の 追 加 さ れ た 作 業 に充 当 した｡

こ の よ う に､ 新 民 高 級 礼 で は 作 業 進 行 ノル マ に つ い て は 当初 規 定

さ れ た 通 りの 作 業 評 価 と点 数 配 分 を行 い､ 申 収 ノル マ につ い て は 奨

励 部 分 を 大 幅 に 圧 綿 す る摺 把 を と っ た｡ こ の 原 因 と して は､ 第 1 に

災 害 に よ り当 初 決 定 した 単 収 ノル マ 自 体 が 通 用 不 能 に な り､ 客 観 的

根 拠 を 失 っ た こ と､ 第 2 に単 収 ノル マ の 未 達 成 が 生 産 隊 の 作 業 状 況

に起 因 す る の か､ 生 産 条 件 の 不 均 等 に よ る の か､ ま た.は 災 害 に よ る

の か が 分 別 で き な か っ た こ と､ 節 3に 作 業 進 行 ノ ル マ は作 業 内 容 が

決 ま っ て い る の で そ れ を 実 施 した か 否 か は 比 較 的 容 易 に碓 認 で き る

こ と､ 第 4に 祉 貝 の 不 安 を抑 え る た め に 作 業 進 行 ノル マ の 達 成 状 況

に 応 じた 評 価 を 放 棄 す る こ と は で き な か っ た こ と､ な どが 考 え られ

る｡

前 項 の 最 後 に 1957年 に は 作 業 進 行 ノル マ よ り も 単 収 ノル マ の 実 脂

に 虫 点 が 移 っ た こ と を指 摘 した が､ こ の 新 民 高 級 社 の 酌 例 は 必 ず し

も そ の 指 摘 と矛 盾 しな い｡ な ぜ な ら､ 新 民 高 級 社 で 作 業 進 行 ノ ル マ

の み を厳 格 に 実 施 した こ とは､ そ れ が 社 員 の 出 役 労 働 の 収 虫 に対 す

る 頁 献 度 か ら計 崩 した こ と を 意 味 す る の で は な く､ 災 害 な どの 原 因

に よ っ て 作 業 と収 虫 の 関 係 が 分 別 で き な くな り､ 当初 決 定 した作 業

内 容 を 実 施 し た の か 否 か と い う収 虫 とは E姻係 の 無 い と こ ろ で の 評 価

が 言 わ ば 安 易 に 選 択 され た の だ と考 え られ るC た だ､ こ う した 方 法

は 少 な く と も 社 員 の 報 酬 分 配 に対 す る不 信 感 を一 定 除 去 す る意 味 は

持 ち 得 た と思 わ れ る｡

な お 6戸 の "五 保 戸 " につ い て は 高 級 礼 が 衣 食 ･燃 料 を保 証 し､

2戸 の 軍 人 ･串 命 烈 士 家 族 で 生 活 が 困 難 な も の に つ い て は､ 170日分

の 報 酬 を ｢公 益 金 ｣ か ら与 え た｡

時
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次 に 高 級 祉 管 理 委 員 会 や 生 産 隊 長 な ど の Tr埋 労 働 の 評 価 に つ い て

で あ る が､ 戯 作 菜 に タ ッ チ しな い 管 理 業 務 呼 従 要 貝 で あ る 高 級 祉 主

任､ 村 党 支 部 酉 記 各 1名 と会 計 日 2名 と､ 作 文 山 桜 を 行 う 生 花 隈 の

正 副 隊 長､ 労 働 点 数 記 帳 貝､ 計 18名 と が そ の 対 象 とな っ た｡

4名 の 呼 従 蜜 月 に つ い て は 党 県 委 員 会 が 桃 定 し た 基 準 で 労 働 点 数

を 分 配 す る が､ 党 支 部 告 記 に つ い て は 県 委 口 会 か らの r幹 部 手 当 ｣

を も らう の で そ の 残 りを 高 槻 社 が 負 担 す る も の と さ れ た｡

生 産 隊 長 に は 年 間 40日 分 を 補 助 す る｡ 副 隊 長 に つ い て も 作 業 に 参

加 で き な い Elが 多 い の で 30E]分 に つ い て 補 助 し､ あ と は 本 人 の 出 校

状 況 に よ っ て 7- 10日の 補 助 を 行 う｡ 生 産 隊 の 労 働 点 数 記 帳 員 に は

40日 分 を そ れ ぞ れ 補 助 し た｡ た だ､ 報 酬 分 配 の 時州 に は 山 桜 が 不 可

能 に な る の で､ 別 途 い く らか の 労 働 Elを 補 助 す る こ と と し た｡

以 上 が 一 般 の 社 員 に対 す る 出 役 報 酬 と 幹 部 の 管 理 労 働 手 当 に I刈す

る具 体 的 な 処 理 方 法 で あ っ た が､ La後 に 山 役 報 酬 分 配 前 に 総 収 入 か

ら控 除 さ れ る 部 分 の 評 価 ･処 理 方 法 を 含 め て､ 新 民 商 級 礼 の 収 益 分

配 の 全 体 を 考 無 しよ う (袈 17- 7参 照 )｡

そ の 原 則 と さ れ た の は､ す で に 述 べ た よ う に ｢総 収 入 の 60- 70%

を 社 員 に 分 配 し90% 以 上 の 社 員 の 増 収 を 達 成 す る ｣ と い う 中 央 政 府

の 指 示 で あ っ た｡

ま ず 総 収 入 か ら控 除 さ れ る 部 分 だ が､ 農 業 税 は 国 家 規 定 に基 づ い

て 納 入 す る こ と に し､ 翌 年 用 の 生 産 幾 用 (種 子 ･飼 料 ) は "勤 倹 経

営 " (原 語 は ｢勤 倹 析 祉 ｣ ) の 精 神 に 基 づ い て 十 分 な 額 を 留 保 す る

こ と と さ れ た｡ ま た ｢公 損 金 ｣ と ｢公 益 金 ｣ は r1956年 の 災 害 に よ

る 7月矢 と 1957年 の 生 産 拡 大 の 必 要 を 考 慮 して ｣合 わ せ て 純 収 入 の 4

% を 留 保 す る こ と と され た｡

国 家 敵 背 の 返 済 部 分 に つ い て は､ 長 州 融 汗 は 翌 年 に 延 期 す る こ と

と し･ 短 期 の 生 産 挫 用 融 資 に つ い て は 元 利 と も返 済 す べ く総 収 入 か

ら控 除 さ れ た｡

ま た､ 表 に は 示 さ れ て い な い が､ 社 員 の 出 資 し た ｢生 産 手 段 共 有

化 資 金 J や r生 産 舛 用 Lti資 資 金 ｣ に つ い て は ｢自 然 災 害 が あ っ た た

栽H-7 苅級社における収7nt分利状況

(1956年､五'.V.傾 向上郷 qrLi.1.-.1,一級礼 )

71%

半日 金額 川llE比 備考

(》総収入 l60,SIS.177-I;

(診生産焚川 .｢公械金｣｢公益金 ｣ .農業税等合計 63.486.39元 39.6%

内訳 ;｢公税金 ｣ .｢公益金 ｣(合計で純収入の 4%) 6.412.77元 tLO,l%)

回家長WJ触i2郁 (末近所) 5,538 元

iLi産錐川触n逝消 2.570 元 (4.0%)

生産管理幾 801.60元 日.3%)

(診社貝山桜報酬 96.832.78元 60.1% 総労働日数58.333日

内訳 ; (2.4%) 1,400 日幹部管理労働手当 2.324 元

-船出役労働報酬 90,781.25元 ー93.8%) 54.687.5El

奨励労働報酬 873.16元 lO.9%) 526 日

畜産担当姿貝報酬 2,854.37元 (3.0%) ).Tlg,5El

1戸当り平均山桜報酬 232.77元

1日当りLLh'笈報酬 1.66元

証 :表中の百分比は総収入に占める比重および各々の升目合計に占める比盟 (描

弧内の数伯 )を示す｡

讃料 ‥ ｢中共五･..諸県委員会工作組 新民農業祉(]{)秋収税分工作｣･果奄江日報195

6年 11月 7日.
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め､ 規 定 通 り に 処 理 す る と他 の 社 員 の 山 役 報 酬 分 配 を 圧 迫 す る の で､

高 級 社 の 退 済 f拒力 と社 員 の 必 安 性 を 考 I点 して､ 一 部 を 返 済 し返 済 杏

延 糾 す る ｣ こ と と した｡ ま た､ 祉 貝 の 高 級 社 に対 す る rjLiでも､ 祉 貝

の 所 得 ･生 酒 情 況 に 照 ら して､ 一 部 を 延 期 す る こ と と した.

こ う した結 果､ 表 の よ う に 総 収 入 の 60.4% が 社 員 の 山 役 報 酬 に 振

り向 け る こ と が 可 能 に な っ た (社 員 の 90% が 前 年 よ りiirr相 が 柑 大 し

た か は 照 料 か らは 不 llJjで あ る )｡ た だ､ こ れ ま で の 考 群 し た 内 容 を

踏 ま え る と､ こ の 分 配 結 果 に は 災 富 に よ る 減 産 の 影 響 を 処 FJ!す る 中

で､ 高 級 礼 の 収 益 分 配 の 一 般 的 関 越 と して 次 の 何 点 か が 指 摘 で き る｡

第 1に 総 収 入 か ら先 に 控 除 さ れ る部 分 の 中 で 国 家 融 資 部 分 や 社 員

との 憤 椛 ･債 務 r対係 は 56年 の 状 況 に応 じて 追 捕 の 延 州 な ど 一 定 柔 軟

な 11E.t置 が と られ た が､ 生 産 か 用 と留 保 比 輩 は 低 い と して も r公 税 金｣

や ｢公 益 金 ｣ が 碓 実 に控 除 さ れ る と い う 特 徴 が 見 られ る｡

第 2に す で に 指 摘 した よ う に､ 単 収 ノ ル マ の 超 過 達 成 部 分 の 奨 励

は 圧 綿 さ れ て い た こ と｡

邦 3に 単 収 を 高 級 社 の 生 産 成 果 を 図 る 指 標 と し､ 1日 当 りの 報 酬

額 を 社 員 が そ こ か ら得 る 所 得 を 評 価 す る 指 標 とす れ ば､ 当 初 の 単 収

ノル マ と実 際 の 単 収 の 差 は -31.5%で あ っ た の に 対 して､ 1 日 当 り

の 報 酬 鞍 は 当 初 計 画 で は 3.19元､ 実 績 で は 1.66元 と48% 減 少 して い

た｡ つ ま り､ 作 業 進 行 ノ ル マ は 規 定 通 り に実 施 さ れ て も そ れ は 小 麦

の 減 産 以 上 の 社 員 の 減 収 しか も た ら して い な か っ た の で あ る｡

つ ま り､ 単 収 ノル マ に応 じ た 分 配 も 含 め て 高 級 社 の 出 役 報 酬 分 配

は､ 社 員 の 所 得 の 全 体 的 な 圧 縮 を 前 提 に､ さ らに 社 員 間 の 所 得 の 差

を 平 均 化 す る 方 向 で 行 わ れ た の で あ る｡

そ して 1点 目 を併 せ て 考 慮 す る と､ 確 実 に 控 除 さ れ た 生 産 iul用 と

｢公 棉 金 ｣ ｢公 益 金 ｣ の 控 除 に よ っ て 出 校 報 酬 が 圧 迫 さ れ て い た こ

とが 考 え られ る｡

* * *
こ の 五 帯 県 の 新 民 高 級 社 で は 災 害 に よ る 減 産 の 影 響 が 社 員 の 出 役

報 酬 特 に ノル マ 超 過 達 成 に対 す る 奨 励 部 分 の 圧 縮 と して 処 理 さ れ た

?JD

が､ 次 に 見 る 同 じ く被 災 地 で あ る 渦 原 県 平 安 高 級 社 で は ま た 過 っ

た 描 粥 が と られ て い た (証 6)0

平 安 高 級 礼 は 1956年 に 水 害 に見 ?,'Eわ れ 1,032haの 糾 地 の う ち62% に

当 た る64311aが 水 没 した. J設綿 的 な 収 機 面 蛸 は 未 水 没 地 389haと水 没

の 後 の 復 旧 作 業 で 収 機 を 行 え た の が 147haあ り､ 合 引 536haで あ っ た｡

実 隙 の 1955年 比 減 産 臣 は 1,150,000kgで あ っ た｡

高 級 社 で は 被 災 状 況 が 明 らか に な っ た 時 点 で 収 益 分 配 の 試 界 を 行

っ た が､ そ の 結 果 は 表 17- 8 の ｢試 罪 額 ｣棚 の 通 りで あ っ た｡ 表 中

の 通 りの 戯 業 税､ 国 家 融 資 返 済 金､ 翌 年 用 の 生 産 門 用､ 高 槻 祉 管 理

群 用､ ｢公 税 金 ｣､ ｢公 益 金 ｣ を 総 収 入61差 し引 く と 1日 当 り報 酬

1.22元､ 1労 働 力 当 り収 入 瓜 高 噺 30O元 弱 に しか な らず､ 半 数 以 上 の

社 員 が 1957年 の 収 機 ま で の 飯 米 と越 冬 用 の 防 寒 弟 を確 保 で きな い こ

と に な る､ と い う結 果 で あ っ た｡

そ こ で､ 平 安 高 級 礼 で は 減 産 の 娼 矢 を Ilul'lす る た め の 増 収 措 置 を

こ う じ､ ま た 控 除 部 分 の 圧 縮 を決 定 した｡

第 1に 食 椙 作 物 の 収 措､ 運 搬､ 脱 穀 作 業 を 丁 寧 に行 い､ 収 碩 後 の

桝 地 で 語 根 拾 い を実 施 して､ 試 算 額 よ り 1TJa当 り50kgの 穀 物 増 収 を

実 現 した (収 機 可 能 地 合 計 で 26,800kgの 増 収 )0

第 2 に 冬 州 副 業 を 組 織 し､ 婦 人 や 半 人 前 の 労 働 力 を収 桟 作 業 に 充

当 し､ 一 部 の 男 子 労 働 力 を漁 労 な どの 副 業 に 動 員 した｡

第 3に 生 産 升 用 支 出 を 節 約 に よ っ て 圧 縮 した｡ そ れ は主 と して 従

来 購 入 飼 料 幹 で､ 購 入 す る 予 定 で あ っ た 40,000kgの 粗 飼 料 を作 物 の

副 産 物 (トウ モ ロ コ シ の 茎 や 豆 鞘)で 代 用 した｡

約 4に 総 収 入 か らの 控 除 部 分 を 個 別 に検 討 して 庄 綿 した｡ ま ず､

巌 業 税 は 全 額 納 入 し､ 信 用 協 同 組 合 の 融 資 の 返 済 分 も全 額 返 済 した｡

こ の 他､ 年 度 初 め に 食 柁 買 付 予 約 金 を 紹 付 さ れ て い た が､ 減 産 の た

め 買 付 faも 削 減 さ れ 一 部 を返 済 す る こ と に な っ た が､ この 部 分 は 全

称 退 済 し た｡

しか し､ 国 家 の･新 式 磯 臭欄 入 資 金 敵 削 ま延 滞 す る こ と と した｡ さ

ら に､ 翌 年 の 生 産 掌管用 も 削 減 し､ 1957年 春 の 副 業 に よ っ て 補 充 す る
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衣17-8 J,I)級lJにおける収7.lt分rul川 L

(1956畔､tit,LJJ;M.と IfF一安[指紋祉) (TI'r･Jij.:ノ己)

試算織 節約 .増産による増減 同左増減紙箱 笑納 Lh'l'i考

(丑農別業総収入 149,876 +25,530 日5,406 缶口約 .増確で+17.0%増大

食樋節約 + 2,680 蒲機拾い

別業生産 0 +22.850 22,850 JjfJ漁労

(診油控除街 68.831(45.91) - 5.263 63.568(36.21)

56年生産費 -I.100

農光税 不変

国家触染返滴 - 0

｢公横金 ｣･｢公益金 ｣ 6.649 -4.000 2,649

57年生産封 圧縮

飼料順入費 2,000 -2.000 0

予約金返消 .信用社員偵 32.800 不変 32.800

対社員負偵 圧縮 一部返消延如

(参社員分配 81.045(54.tX) +30,792 1日.837(63.8%) 試算より十38.0%

註 :1. ｢紺控除額 ｣および ｢社員分配｣の百分比は ｢総収入｣中の比重｡

演料 ;r平安農業祉受到東災以後,増産節約少和多分吉良社員LtltJ川収入｣,点ゝ砲江 日

報 1956咋10月30日.
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こ と に し た｡ ま た､ ｢公 税 金 ｣ ｢公 益 金 ｣ も 削 減 した. 社 内 11戸 の

"五 保 戸 " へ の 生 招 補 助 は 全 部 で 621元 を ｢公 益 金 ｣ か ら給 付 し た が､

不 足 す る 部 分 は 国 家 の 生 酒 救 済 照 会 の 支 給 を 申宗門す る こ と に した｡

こ う し た､ 節 約､ )田産 お よ び 言古控 除 部 分 の 控 除 の 延 期 に よ り平 安

高 級 社 の 収 益 分 配 は ｢笑 納 ｣ 欄 の よ う に な り､ 全 社 269戸 の う ち 家 族

が 多 か っ た り負 僻 が あ っ て 生 酒 の 苦 し い 34戸 と11戸 の "五 保 戸 " 以

外 の 224戸 に つ い て は 去⊆本 的 な 食 税 と衣 料 を 保 言1[す る こ とが 出 来 る よ

う に な っ た と い う｡

* * *
こ の 平 安 高 級 社 の 被 災 ･減 産 の 下 で の 収 益 分 配 の 方 法 は､ 先 の 新

民 高 級 杜 とは 若 干 状 況 が 追 っ て い る｡ L這終 的 に社 員世梢 の 基 本 的 生

活 を 保 証 で き た の は 節 約 や 副 業 の た め で は あ る が､ 同 時 に節 約 と留

保 の 延 糊 に よ っ て 生 産 チ?lTlを 圧 締 して い る点 が 特 徴 で あ る｡

こ の 二 つ の 耶 例 か ら帰 納 で き る の は､ 自然 災 宙 に よ る減 産 は あ っ

た も の の､ 高 級 社 で は 社 員 の 巌 業 労 働 所 得 とJ33業 生 産 車せ用 あ る い は

拡 大 再 生 産 の た め の 照 金 背 梢 の 控 除 あ る い は BTt保 が潜 在 的 に対 立 し

て い る と い う 点 で あ る｡

こ の 点 は 第 9章 節 5 I6節 で も指 摘 した が､ 高 級 社 の 設 立 に よ

っ て 経 営 と消 群 が 分 離 独 立 した た め に､ 家 族 経 営 で は 問 題 化 しな か

っ た 経 営 と消 費 一一 労 働 所 得 と経 営 群 用､ 利 潤 一一 の 対 立 が 新 た に

発 生 した こ と を 示 して い る｡ 恐 ら く､ 家 族 経 営 の 場 合 で あ れ ば 自然

災 害 な ど で 減 産 に至 れ ば､ 種 子 部 分 も飯 米 と して 食 い つ く して しま

う と か､ 偶 務 を 背 負 い込 む とか､ ま た 被 告 が 甚 大 で あ れ ば 役 畜､ 脱

臭 果 て は 排 他 ま で も 売 却 処 分 して 翌 年 は 小 作 頗 あ る い は ｢屈彪 ｣ に

転 落 す る と い う の が 実 1鰻で あ っ た○ そ れ が､ 高 級 社 で は 収 梢 物 の 処

分 権 が 消 坪 単 位 で あ る社 員 世 相 と は 切 り離 さ れ て い る の で､ 高 級 社

の 側 か らみ れ ば 経 営 を維 持 す る た め に は 社 員 へ の 出 役 報 酬 を 削 減 す

る 力 が 働 く し (*)､ 社 員 の 側 か ら見 れ ば 生 産 興 (種 子､ 飼 料 ) の

留 保 や ｢公 損 金 ｣ な どの 留 保 を 庄 紺 して で も生 酒 -所 得 を 維 持 し よ

ぅ とす る 力 が 働 く. 新 民 高 級 祉 で は 前 者 の 方 法 が と られ､ 平 安 高 級
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礼 の 場 合 は 副 業 の 実 施 に よ っ て 狩川 と所 得 の 対 立 を綬 和 しつ つ も､

一 定 生 産 坪 用 の 留 保 を放 棄 す る JJ一法 が 採 用 さ れ た の で あ る｡

以 上 が 高 級 杜 の 収 益 分 配 の 実 馴 こtAJす る総 合 n川 ･IlEEiで あ る が､ 袈

硯 を 迎 え て 言 え ば､ 家 族 経 営 の 戯 家 所 得 は 経 営 外 に 支 出 さ れ る門川
部 分 (購 入 生 産 財､ 屈 用 労 働 力 な ど ) を 除 け ば "混 合 所 得 " を 得 て

い る の に対 して､ 高 級 社 で は そ こ か ら労 働 斬 相 と生 産 コ ス ト､ 利 潤

(蓄 楯 部 分 ) が 制 度 的 に 分 離 独 立 させ られ て お り､ そ こ で の 各 門 日

間 の 対 抗 が 問 題 とな っ て い た の で あ る. た だ､ 高 級 社 で は 生 産 手 段

が 共 有 化 さ れ て い る た め 減 価 旧 邸 於 や 地 代 部 分 は 不 分 明 に な っ て お

り､ 以 上 の 事 例 分 析 に お け る 収 益 分 配 表 か ら各 々 を析 出 す る こ と は

不 可 他 で あ る.

*: 先 山 県 北 興 区 は 56年 の 小 麦 の 作 柄 は 良 好 で あ っ た｡ しか

し､ 同 区 の 18の 高 級 社 の LPで､ 小 麦 総 収 入 の 70% 以 上 を 社 員 に 分

配 した の は 1礼､ 同 じ く65-70% を 社 員 に 分 配 した の は 6社､ 60

-65% を 分 配 した の は 9社､ 55-60% を 分 配 し た の は 2社 で あ っ

た｡ こ の よ う に 中 央 政 府 が 60-70% を 分 配 す る よ う には 起 して い

る 中 で 実 際 の 分 配 額 の 比 藍 が 低 め に な っ て い る の は 次 の よ う な 実

態 を 背 景 と して い た｡ 例 え ば､ 尖 山 郷 尖 山 合 作 社 で は 実 際 の 生

産 虫 の 評 価 を 低 くす る こ と で､ 高 級 社 の 留 保 分 を 拡 充 し蓄 梢 ･焚

用 支 出 な ど の 会 計 に余 裕 を も た せ る こ とが 行 わ れ た｡ こ の こ と は､

本 文 で 指 摘 した よ う に 高 級 祉 管 理 委 員 会 か らみ れ ば 経 営 の 維 持 あ

る い は 経 営 状 況 の 改 善 の た め に 作 柄 の よ い 時 機 を 見 て 少 しで も 多

く蓄 積 を 行 う の は 合 理 的 な 判 断 で あ ろ う (以 上 は ｢輩 堅 持 少 糾 多

分 ｣ , 無 電 江 E]報 1956年 9月 1日 に よ る )｡

?)y'
第 2節 高 級 杜 の 食 槻 生 産 群 用 の 増 大 FuI娼

前 節 で は 荊 級 社 の 収 1..t分 配 の 年 次 的 状 況 と, 被 災 地 の 耶 例 に よ る

生 産 乃 用 の 控 除､ ｢公 棚 金 ｣ な どの 留 保 とLll役 労 働 報 酬 の 分 配 との

対 立 側 係 を 分 析 した0

本 節 で は こ の 点 を さ ら に一 歩 精 み 込 ん で 個 別 耶 例 か ら考 察 す る が､

そ こ で の ポ イ ン トは コ ス トの 上 昇 の 原 因 と して､ 一 つ は 改 良 技 術 の

採用 が あ り､ い ま 一 つ は 高 級 祉 に お け る 綻折計TT･方 式 の 制 度 的 変 化

に よ る も の が あ っ た 点 で あ る｡

利 用 す る 資 料 は､ す べ て ｢黒 滝 江 省 JE!村 経 済 変 化 典 型 調 査 ｣ に よ

る も の で あ る (註 7)｡

ま た祁 諭 と して 生 産 門川 を 含 ん だ諸 ,#.門 の ltY,'大 に関 す る 娘 屯 江 省

全 体 の 状 況 や 政 環 的 指 帝 の 内 容 を 考 釈 す る｡

本 節 で は 2つ の 餌 例 に よ り考 察 す る｡

ま ず､ 双 城 県 束 官 郷 架 撃 高 級 社 の 汽 料 に よ る と (註 8)､ 19

56年 に高 級 礼 が 設 立 さ れ て か らは トウ モ ロ コ シ と大 豆 の 生 産 ‡守用 那

減 少 した 他 は､ す べ て 噌 大 し た と い う (袈 17- 9参 照 )｡ 生 産 群 用

の 内 訳 と して は､ 脱 臭 と役 畜 の 利 用 効 率 が 向 上 し た た め 脱 臭 空きと畜

力 坪 が 5.2-16.4%減 少 し た こ と､ 逆 に労 働 空目ま改 良技 術 の 採 用 に よ

り9.81-39.92%増 大 した こ と が 指 摘 さ れ て い る｡

ま た､ 純 収 益 率 は 小 麦 とテ ンサ イ以 外 は す べ て 増 大 した が 祉 貝 は

そ の 出 役 労 働 報 酬 に 不 満 が あ っ た し､ さ らに 国 家 買 付 価 格 の 低 さ に

も不 満 で あ っ た｡

次 に描 化 県 の 二 帖 高 級 礼､ 四 合 高 級 札､ 六 合 高 級 杜 と い う三 つ の

組 織 の 状 況 を 見 て み よ う (誰 9)｡

ま ず､ 戯 業 生 産 収 支 の 概 要 は､ Iha当 り総 収 入 が 28･7%憎 大 した

の に 対 して､ 1ha当 り生 産 費 用 は 13･5%の み の 増 加 で､ 1ha当 り純

収 益 は 113.1% 帽 大 した と い う (*)｡

*: ち な み に､ 1956年 の 作 物 別 の 利 潤 (率 ) の 一 部 を示 す な ら

..~~相

川川相
川~=

.‖
~‖M
m
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要目19 3-級社 にお ける金柑作物の'-Li推出川 と利油率

()955-56年､ 双城爪 史学 高級祉 )

(単位 :生産井川元､ 利潤率%)

生産粥川 利iElll雫

実数 増減率 実数 柳城や

大豆 1955年 Il一.73 10.20

l956年 Ⅰ42.62 -I.46 34.30 24.lO

トウモロコシ l955年 Ⅰ52.91 9.50

1956年 l38.01 -9.75 25.70 16.20

コウ リャン 1955年 115.20 22.10
1956年 l28.07 ll.20 30.90 8.80

莱 1955年 ll7.13 30.30

1956年 118.38 1.10 51.80 21.50

小麦 1955年 )09.07 30.00

1956年 126.34 15.83 2.70 -27.30

テンサイ 1955年 205.46 J37.80

註 :1. ｢生産井川 ｣=労働費 +役畜飼育者 +肥料代 +農具償却数 十種子代

+その他｡

2.利潤 =純収益 ÷総収入 ×100(%)､ ｢利潤 ｣=総収入 -生産封用｡

3.上記の各輿用概念の内容については染料では明示的でな くー 以下の

表 17-11より推測 したものである｡

資料 :中共崩確江省委員会Iu政貿易新 編 r崩福江省農村経消変化兆型調査｣19

58年,鼎Tl江人民lLJl版社,PP24-41.

?).i

ば､ 応 高 が 東 で 57･24元 / ha(41.2% ) (総 収 入 196.18元 一生 産 費

用 138･94元 )､ Ja低 が トウ モ ロ コ シ で 14.46元 (9.5% ) (総 収 入

166.12元 一 生 産 出川 151,66元 ) で あ っ た｡

そ の 生 産 門 川 の 内 訳 に つ い て 増 減 率 か ら見 た の が 姦 17- 川 で あ る｡

概 観 す る と､ ま す 労 働 狩 が 小 麦 を 除 い て 増 大 して お り (平 均 12.5%

増 )､ 種 子 代 と 戯 具 Lf(却 費 は トウ モ ロ コ シ で 種 子 代 が 減 少 して い る

以 外 は 増 大 し て い る｡ 役 畜 飼 育 焚 用 は コ ウ リ ャ ン を 除 い て 減 少 し て

い る が､ そ れ は 揃 扱 祉 設 立 前 に は ｢押 恨 ｣f‡ (諮 力 交 換 の 作 業 料 )

を 含 ん だ 畜 力 坪 で あ っ て､ 高 級 社 で は 飼 料 ヲ士と役 畜 仙1却 焚 の み が 枠

用 と して 計 上 さ れ る た め で あ る (平 均 31.4%の 減 少 )｡ 全 休 と して

は 労 働 対､ 碓 子 代, 段 具 Ift即 発 が 軒 並 み 和 大 して い る｡

生 産 坪 用 の 変 軌 -一 特 に 増 大 -- の A!ttlを よ り詳 し くみ る と､ 以

下 の 5点 が 指 摘 さ れ て い る｡

約 1に 肥 料 投 入 を 州 や した こ と に よ る も のc rt7;級 祉 設 立 前 は 元 肥

(厩 肥 ) 投 入 血 は 1ha当 り平 均 荷 車 3- 4台 分 で あ っ た が､ 1956年

に は 荷 車 15台 分 を 投 入 し た｡ そ の た め､ 1ha当 りの 労 働 日数 も 10-

12日 増 加 した｡

範 2に LJl作 方 法 の 改 良 に よ る も の｡ 例 え ば､ コ ウ リ ャ ン は 描 棟 方

法 を 高 型 作 り か ら平 型 作 り ( ｢平 捕 ｣ ) に 変 え た り､ 描 種前 に秋 季

排 起 ･表 土 破 砕 作 業 を 行 う よ う に な り､ ま た EP桝 ･除 草 お よ び 収 棲

作 業 の 労 働 皿 も Iha当 り 8-9El増 大 し た た め､ 役 畜 飼 育 符 用､ 労

働 升､ 種 子 代 な ど全 体 の 封 用 が 増 大 し た｡

弟 3に 生 産 管 理 や 収 益 分 配 工 作 の た め の ｢そ の 他 ｣ の 支 出 が 増 大

し た｡ 高 級 礼 で は､ 学 習､ 会 言乱 兼 務 労 働 参 加 の た め の ㌍ 用 が 増 大

し た (*)｡

*: こ の 部 分 は ｢労 働 費 ｣ に 計 上 さ れ な い 山 張､ 会 言題開 催 な ど

に 要 し た 雑 耕 支 Luを 指 す｡ 但 し､ 義 務 労 働 部 分 は 労 働 符1こ計 上 さ

れ な い｡
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表17-JO 高級礼における作物別の'i=.姥粥川の内訳とftII減雫

(1955-56年､紹化9.1 二触高級礼､ 六合高級社､ 凶合謀.'J-級祉 )

(1ha当り対1955年増減率 :%)

31T)o トウモロコシ 来 大豆 小麦 テ ンサ イ

共用合計 27.27 l9.79 27.90 13.34 10.82 4.24

うち農業税 17.07 17.07 17,07 17.07 17.07 17.07

生産熊川 29.97 20.52 31､48 12.45 9.46 3.rIT

生産難用内訳労働教 29.80 58.90 62.40 22.90 -6.00 2.30

役畜飼育費用 20.00 -61.40 -38.50 -2I.lO -17.70 -40.40

肥料代

農具償却費 24.80 24.80 24.80 24.且0 24,80 24.80

種子代 ll.40 -22.10 29.50 15.00 88.40 100.00

資料 :中共果砲江省委員会財政貿易部 組 ｢黒葡江省農村経沼変化典型調査 ｣19

58年,黒萄江人民出版社,PP65-84.

95J,

そ の 他 に 高 級 社 の 経 営 町 雌 組 純 が う ま く機 lJELな い た め に叩 大 し

た 部 分 も あ っ た｡ つ ま り､ 4点 日 と して 挙 げ られ た の は､ 偶 の 飼 育

状 態 が 懇 くて 作 業 能 力 が 減 退 し役 畜 飼 育 fy用 が 増 大 したY同 級 祉 設
漫て-3)主

立前 の 桝 起 作 業 は 馬 4 ･5頭 1組 で 1 日 の 作 業 効 率 は 1.3-1.41laで

あ っ た が､ 高 級 礼 で は 1組 を 馬 6頭 に して も 1日 1haに達 しな くな

っ た. つ ま り馬 1頭 の 作 業 血 に換 算 す る と､ 1El°.28haか ら0.17ha

へ と約 4 割 低 下 した の で あ る｡ ま た､ ,Q石の 休 息 ･綿 即 時 日日も長 くな

り､ 以 前 は 昼 休 み は 2 - 2.5時 fZUで す ん だ が､ 硯 花 は 3 - 3 5時 間 必

要 とす る よ う に な っ た｡ こ う して､ 役 畜 の 実 働 時 間 が 矩 くな っ て 単

位 面 梢 当 りの 役 畜 飼 育 梓 川 は 増 大 したO

ま た､ 第 5に 社 員 の 出 役 作 業 も作 業 ノル マ､ 申 収 ノル マ 謂 負 制 度

が 未 整 備 な た め 実 働 時 間 が 短 くな っ た｡ 以 前 は 中 洲 作 業 を 5人 で 1

日 1ha行 っ た が､ 現 在 は 6人 で 行 っ て い る｡ つ ま り､ 1人 当 りで は

1 日0 2haか ら0 17haへ 15%低 下 した の で あ る｡ そ の た め 1ha当 り労

働 費 が 増 大 し た｡

こ の よ う に､ 技 術 改 良 と経 営 管 理 の まず さ に よ る生 産 費 用 の 増 大

が 発 生 して い た｡ こ れ らの 問 題 点 は これ ま で に指 摘 した諸 弔 例 の 分

析 結 果 と合 致 して い る｡ た だ し､ 表 で 作 物 別 に示 され た生 産 群 用 の

増 大 の 個 々 の 原 因 す べ て を つ ま び らか にす る こ と は不 可 能 で あ り､

ま た 技 術 改 良 に よ る 変 化 と作 業 能 率 の 低 下 に よ る 変 化 の 区 別 も 困 難

で あ る｡

さ ら に､ 資 料 に示 さ れ た 範 囲 で さ ら に東 雲 な の は 蓑 17-日 に示 し

た よ う に､ 作 業 血 が 全 作 物 に つ い て増 大 して い る に も関 わ らず 社 員

の 1人 11日 当 りの 出 役 報 酬 称 が いず れ も低 下 して い る こ とで あ る

(辛 )｡ さ き に 1ha当 りの 純 収 益 が 113･1%増 大 して い る こ とが 指 摘

さ れ て い る か ら､ 高 紋 祉 全 体 の 計 算 で は 経 営 状 況 は 良 くな って い る

は ず で あ る｡ な ぜ こ う し た こ とが 生 じた の か が検 討 さ れ ね ば な らな

い｡
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表 17-11 品級杜における作物別作業 El数 と1El当りu'.1'笈報酬

(1955-56年､綜化県 二脂高級社､ 六合高級心､ 地合高級祉 )

作物名 1ha当り作業 Ef数 (El) 1日当り山役報酬 (元 )

1955iF 1956年 :tttl)減率 :% l955ili Ⅰ956年 Jt{L滅雫:%

コウリャン 32.0 62.0 93.8 2.60 2.日 -川.8

トウモロコシ 29.5 59.5 lot.7 2.26 ).84 -)8.6

莱 23.0 51.0 12I.7 3.66 2.68 -26.8

大豆 33.5 52.5 56.7 2.30 2.24 -2.6

小麦 43.0 39.5 -8.1 2.34 2.91 -24.4

資料 :中共鵜滝江省委員会財政貿易部 嫡 ｢親滝江省農村経済変化的増弧査 ｣19

58年,黒萄江人民出版社,PP65-84.

押D
*: 小 麦 を 除 け ば 作 業 員 が 増 え て い る か ら各 作 物 1ha当 りの 年

間 の 出 役 報 酬 は 増 大 して い る｡ だ が､ 高 級 社 で は年 末 決 罪 特 に労

働 点 数 に単 価 を乗 じて 分 配 を 行 う の で あ る か ら､ 社 員 と して は 当

然 単 価 の 増 減 に I対心 を 持 つ よ う に な っ て お り､ 単 価 が 下 が れ ば 不

満 を 持 つ で あ ろ う｡

資 料 で は ｢労 働 皆 Jy.制 度 が 未 整 備 で､ 化 郡 持 ち な ど労 働 力 の 浪 符

が 多 く､ 1労 働 日 当 り報 酬 籾 が 減 少 した ｣ と そ の 原 因 が 示 され て い

る が､ 労 働 費 の 増 大 に は 増 産 技 術 の 採 用 も含 ま れ て い る か ら､ 一 概

に 作 業 能 率 の 低 下 と い う 要 因 に聞 題 を 帰 着 さ せ る こ とは で き ま い｡

た だ いず れ に して も 改 良 技 術 の 探 川 と作 業 能 率 の 低 下 は 山 役 作 業 ば

か りで な く他 の 物 的 字牛用 に も影 響 す る は す で あ る｡

そ こ で 前 節 で 分 析 した 収 益 分 配 の IujR臼に立 ち 戻 っ て 検 討 して み よ

う｡ まず､ 高 級 礼 で は 費 用 計 算 の 考 え 方 が 労 働 群 =社 員 の 出 役 報 酬

分 配 を 基 礎 に 考 え る の で は な く､ 物 的 狩 用 と ｢公 梢 金 ｣ な どを さ き

に 控 除 す る の が 基 本 的 考 え 方 で あ っ た か ら､ 前 出 の 衷 17- 10の 見 方

も 変 え る 必 要 が あ る｡ つ ま り､ 実 際 に は 平 均 で 28.7%増 大 した総 収

入 か ら 13.5%増 大 し た 生 産 丹 用 と 113.1%増 大 した 純 収 益 ( ｢公 税 金｣

｢公 益 金 ｣ な ど ) が 差 し引 か れ る の で あ る｡ 従 っ て､ 労 働 日教 は 他

の 物 的 坪 用 と 同 様 上 記 の 二 つ の 原 因 で 増 大 した に も関 わ らず､ そ の

経 済 的 評 価 =出 役 報 酬 の Lfi佃 (1日 当 り報 酬 頼 ) は 必 然 的 に切 り下

げ られ る こ と に な る の で あ る｡

* * *
生 産 か 用 の 増 大 に つ い て 先 の 双 城 県 凍 官 郷 東 輩 高 級 杜 の 資 料

で は､ よ り根 本 的 な 原 因 が 以 下 の よ う に示 さ れ て い る (註 lo)｡

第 1は 高 級 礼 の 生 産 目的 が 家 族 経 営 と追 っ て 国 家 へ の 食 柁 売 り波

L に 応 え る こ と を 弟 1に 考 慮 す る こ と に な っ た 点 で あ っ た｡ つ ま り

｢高 級 祉 設 立 以 前 に は 家 族 経 営 で あ っ た が､ そ こ で は 作 付 は家 庭 の

必 要 に応 じて 決 定 し､ 余 剰 部 分 が 生 じて か ら販 売 を 考 慮 して い たC

従 っ て､ 家 庭 で 必 要 とす る作 物 に つ い て は 群 用 や 利 洞 を計 許 しな か



?rJ
っ た ｣ ｡ ｢し か し､ 高 級 祉 で は 袖 品 生 産 部 分 が JtYJ大 して､ す べ て を

計 算 す る 必 要 が 生 じ た ｣ の で あ る｡

弟 2は､ ｢家 族 経 営 で は 生 産 に 利 用 す る 補助 的 労 働 や 一 部 の 生 産

手 段 は 個 人 所 有 な の で コ ス ト計 算 を し な か っ た ｣｡ しか し r同 級 礼

で は す べ て を 言1昇 す る の で､ 資 用 項 目 が 増 大 し た ｣ こ と｡

第 3は, 高 級 祉 設 立 以 前 に は ｢作 物 お よ び 耕 地 片 梅 に 利 潤 率 を 計

算 す る こ と は な く､ 全 体 の 収 楼 虫 を 見 て い た｡ そ の た め､ 収 機 屋 自

体 が 多 く な れ ば そ れ で 満 足 で あ っ た ｣. しか し ｢両 級 礼 で は 各 作 物

の 生 産 に 質 し た 資 金 や 労 働 El数 を 計 算 し て､ チ官用 や 利 潤 を 引 節 す る｡

そ の た め､ あ る 作 物 の 収 碓 良 が 多 くて も､ 出 川 が か さ み 収 7"tが 少 な

くな る た め (社 員 の 一一 菅 沼 )不 潮 を 買 う ｣ こ と に な る｡

弟 4に､ r高 級 社 が 社 員 に 分 配 す る 場 合 に は 現 金 か JR金 評 価 に 塞

づ い て 現 物 を 配 分 す る｡ 高 級 礼 の 経 営 の 善 し態 Lは 1労 働 日 当 り の

貨 幣 評 価 額 の 多 古 に 反 映 す る｡ そ の た め､ 価格 や 利 潤 計 算 が 偏 盛 さ

れ て 作 物 閲 の 価 値 評 価 も 価 格 や 利 潤 で も っ て 比 較 さ れ る ｣ こ と｡

こ の 4点 は 高 級 社 の 経 済 計 許 が､ 家 族 経 営 で は 計 算 さ れ な か っ た

作 物 毎､ 圃場 毎 の 補助 労 働 を 含 め た 労 働 群､ 物 的 か 用 さ ら に ｢利 潤｣

ま で 考 慮 す る よ う に な っ た こ と を 示 して い る｡ そ して､ 家 族 経 営 で

は 収 瓜 の 多 寡 の み が 問 題 と さ れ た の に 対 して 高 級 礼 で は 国 家 へ の 食

硯 売 り漉 し虫 と ｢利 潤 ｣ が 経 営 を 評 価 す る 基 準 に な っ た こ と が 幅 も

基 底 的 な 変 化 で あ る こ と が 示 さ れ て い る｡

だ が､ 高 級 社 が ｢利 潤 ｣ 重 視 の 経 営 を 行 う 必 然 性 は 示 さ れ て い な

い｡ しか も､ 食 旭 の 国 家 買 付 け が 経 営 目 標 と な る こ と で こ う し た 経

済 引 算 方 法 が 直 ち に 採 用､ 普 及 す る こ と は 考 え 難 い｡ そ の 原 因 と し

て 考 え られ る の は 一 つ は 政 鐸 的 に 財 務 制 度 の 確 立 の 指 導 が あ っ た こ

と で あ る (*)｡ も う 一 つ は 第 13章 で 考 察 し た ｢四 包 ｣ 制 度 で あ る｡

｢四 包 ｣ 制 度 と は 作 業 進 行 ノ ル マ､ 単 収 ノ ル マ､ 役 畜 の 飼 育 ･管 理

ノ ル マ､ 生 産 丹 用 支 出 ノ ル マ の 4つ の 達 成 を 生 産 隊 に 謂 け 負 わ せ る

も の で あ っ た｡ 例 え ば､ 作 業 進 行 ノ ル マ を FI｣心 に 考 え れ ば､ 生 産 陽

で は 各 季 節 毎 に 作 物 毎､ 圃 場 毎 に 作 業 計 画 を 立 て て､ そ こ に 隊 員 (

竹)7_

社 員 ) を 配 置 し て 作 業 を 遂 行 す る の が 応 も典 型 的 な 形 ,fLiで あ っ た｡

そ こ で は､ 当 然 投 荷 の 使 役､ 硯 金 手II用 支 山 が 必 嬰 と さ れ る か ら飼 料

や 現 金 支 LHの 腎 雌 が 行 わ れ る こ と に な る｡ 紹 媒 的 に､ 各 生 産 陽 で 行

わ れ る こ う し た ノ ル マ 達 成 状 況 の 記 録 は 高 槻 社 全 体 と して は 作 物 毎

の 各 ㌍ Elの デ ー タ と して 集 約 さ れ る こ と に な る の で あ る｡

*: 瀬 北 地 方 で は 初 級 社 の 段 階 か ら合 作 祉 の 財 務 管 理 制 度 の 普

及 パ ン フ レ ッ トが 作 成 さ れ て い る｡ 例 え ば､ 富 文 業 等 著 『虚 業 生

産 合 作 祉 筒 記 解 説 』 (遼 寧 人 民 出 版 社, 1955年 初 版, 1956年 3月

第 6刷 発 行 ) で は､ 貸 侶 対 照 表､ 現 金 出 納 表､ 出 役 鞘 さ ら に 作 物

毎 の 収 益 分 配 帳 蒲 な ど各 種 財 務 酋 類 の 作 成 方 法 が 子 細 に解 説 さ れ

て い る｡

前 節 で は 高 級 杜 に お け る経 営 と 消 兜 の 分 離 か ら生 産 狩 川 と労 働 所

得 の 対 抗 に つ い て 触 れ た｡ だ が､ そ の 生 産 焚 用 自 体 も技 術 改 良 や 作

業 管 理 の 混 乱 に よ っ て 鼠 的 に 碗 ま る だ け で な く､ 労 働 力 や 生 産 手 段

の 利 用 管 理 方 式 の 変 化 に よ っ て､ 家 族 経 営 の 腿 業 部 門 に埋 没 して い

た 家 族 労 働 坪 や 自給 的 生 産 財 の 投 入 群 用 が す べ て 顕 在 化 し､ 費 用 化

し た の で あ る｡ そ し て､ 顕 在 化 し た 労 働 所 得 は 生 産 iul用 と ｢公 摘 金 ｣

の 優 先 控 除 と い う 分 配 方 式 に よ っ て そ の 増 大 が 抑 制 さ れ て い る の で

あ る｡

補 諭 同 級 礼 の 経 営 指 経 壬Tの 節 約 IZ"脳 - ｢勤 倹 桝 祉 ｣-

こ れ ま で は､ 高 槻 礼 の Iii業 生 産 に絞 っ て 押 用 の 聞 腰 を考 察 して き

た が､ 実 際 に は そ れ に 限 定 さ れ な い 間 鼠 例 え ば 別 業 生 産 投 資 の 膨

張､ 福 利 厚 生 施 設 や 事 務 施 設 の 建 設 相 用 の 膨 張 な ど も 部 分 的 に 発 生

して お り､ そ れ を 肪 い だ 模 範 事 例 も紹 介 さ れ て い る

熊 屯 江 日 報 の 祉 説 で は､ 高 級 祉 に は ｢浪 班 が 普 遍 的 に 存 在 す る｡

資 金 と時 間 不 足 で Igi実 と して 顕 在 化 して い な くて も､ 幹 部 の 中 に こ

の よ う な (浪 封 を 気 に 留 め な い -菅 沼 ) 気 分 が IiZ延 して い る ｣ と指
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摘 さ れ て い る (註 11)0

そ の 具 体 的 内 容 は 後 に 個 別 耶 例 で 紹 介 す る が､ こ う した "浪 門"
現 象 に対 して 社 説 は ｢副 業 経 営 や JEi機 具 の 順 人 は 必 #-だ が､ 生 産 の

必 要 と 当 地 の 財 力 ･物 力 .人 力 の 実 際 を 考 慮 して 行 う べ き ｣ ｡ ｢b-

El的 な 建 設 で 支 Luが 過 大 に な っ た り､ 負 伯 を 抱 え た り､ 力 血 が 分 散

して 当 面 の 生 産 や 生 活 に 影 響 させ て は な らな い ｣ ｡ ｢文 化 福 利那 業

も必 賓 だ が､ 生 産 の 発 展 に 伴 っ て 進 め る ｣ べ き で あ る こ と が 提 起 さ

れ て い る｡ そ して､ ｢共 産 党 黒 滝 江 省 委 員 会 の "勤 倹 卵 祉 " に r対す

る規 定 に 準 拠 して､ 各 地 区､ 市､ 県 は､ 当 地 の 状 況 に 応 じて 規 定 を

鋳 定 し､ 公 布 し実 施 さ せ る ｣ べ き で あ る と し た.

こ う し た 考 え 方 は r中 共 中 央 政 治 局 1956年 か ら1967埠 ま で の 全

国 農 業 発 展 綱 要 (草 案 ) ｣ (1956年 1月 23日 ) で 捉 起 さ れ た ｢勤 倹

桝 祉 ｣ (倹 約 経 営 ) お よ び r中 共 中 央､ 国 務 院 勤 倹 桝 礼 に 関 す る

聯 合 指 示 ｣ (1956年 4月 3日 )の ス ロ ー ガ ン に基 づ い て 提 起 さ れ た｡

つ ま り ｢勤 と は 祉 貝 の 勤 労 生 産 を 発 勤 し､ 生 産 範 uuの 拡 大､ 多 角 経

営 を 行 う こ と で あ る｡ 候 とは 節 約 を 励 行 して､ 生 産 コ ス トを 引 き下

げ､ 浪 群 に反 対 す る こ と ｣､ 言 い 換 え れ ば ｢増 産 と コ ス ト低 下 を 過

じて 社 員 増 収 を 図 る ｣ こ とで あ っ た｡

次 に "浪 費 " 現 象 とは 如 何 な る も の で あ っ た の か 双 城 県 幸 福 高

級 社 の 事 例 か ら考 察 す る (註 12)｡

こ の 高 級 社 は 1953年 に設 立 さ れ た指 導 重 点 と な っ た 組 織 で あ っ た

が､ 上 記 の 政 雄 的 キ ャ ン ペ ー ン が 始 ま っ て､ 社 内 の "浪 封 " が 摘 発

さ れ､ 高 級 祉 管 理 委 員 会 を 捕 成 す る 財 務 委 員､ 会 計 員､ 統 計 貝､ 保

管 員､ お よ び 財 務 工 作 を 兼 任 す る 各 生 産 隊 副 隊 長 に よ る 自 己 点 検 と

事 態 の 改 善 が 進 め られ た｡ ､

そ れ ま で の "浪 費 " と は 次 の よ う な も の で あ っ た｡

弟 1は ｢非 生 産 的 建 設 ｣ と呼 ば れ る も の で､ 当 該 高 級 礼 の 生 産 隊

で は ｢馬 小 屋 が な い の に 隊 員 ク ラ ブ や 隊 事 務 所 を 建 設 した ｣ こ と が

そ の 例 と して 示 され て い る｡

?丹

第 2は 現 実 性 を ,無 視 した 副 業 生 産 投 津 で あ っ た｡ 幸 福 高 級 社 で は

1954年 に ハ ル ビ ン で 迎 輪 業 を 行 う た め に 6台 の荷 車 (荷 台 ) を 720元

で 順 入 した｡ 13人 が 配 訳 さ れ て 4ケJlH】迎 輪 業 を 行 っ たが､ 結 局 60

0元 の 赤 字 に な っ て しま っ た｡

さ ら に 粉 挽 き機 も 開 設 し､ 迎 輪 業 と合 わ せ て 38人 を 配 置 した た め､

夏 季 農 作 業 の 人 手 が 不 足 し臨 時 工 を屈 用 せ ね ば な らな くな っ た｡ そ

して､ 労 貨 と して 3,140元 を支 出 し た｡

ま た､ 1955年 春 に は 漁 労 用 具 を 欄 入 す る た め に 馬 飼 料 の 偶 人 予 定

資 金 2,500元 を 支 出 して しま っ た た め､ 描 棚 作 業 中 に馬 飼 料 が 不 足 し

て し ま っ た｡

第 3は ｢塊 EL]消 手管｣ の 膨 張 で あ り､ 1954年 に は 年 3回､ 全 祉 規 雌

で 宴 会 を f娼 き 250元 を､ 55年 に は 2回 f3日催 し340元 と豚 3頭 を 浪 放 し

た と い う｡ こ の 2年 間 で 合 計 1,500元 を 宴 会 iul用 に 支 出 し､ そ の た め

に 55年 1年 で 戯 具 23件 の 購 入 が 不 可 能 に な っ た と い う｡

そ の 原 因 と さ れ た 一 つ は ｢朋 務 支 II'.計 画 が 大 ざ っ ば で､ 揃 級 社 は

規 模 が 大 き い か ら多 少 の 支 出 も た い した こ と な い と考 え ｣ た こ とで

あ っ た が､ 実 際 に は ｢虫 点 指 噂 対 象 で あ っ た た め 幹 部 が 立 派 な 施 設

を 追 求 し た た め ｣ と か､ ｢高 級 祉 発 展 の 各 種 の 目標 を 達 成 す る た め

に 上 級 部 門 が 様 々 な 任 務 を押 し付 け た た め ｣ で あ っ た｡

こ の 事 福 高 級 礼 の 実 態 閲 REiと して は､ 設 立 当初 は 他 の 未 組 織 農 家

に対 す る 宣 伝 の た め に利 用 さ れ 様 々 な 施 設 の 建 設 を行 っ た り､ 慮 外

部 門 に手 を 広 げ た りせ ざ る を 得 ず､ 1956年 に な っ て ｢勤 倹 桝 祉 ｣ の

宣 伝 が 始 ま る と逆 に 批 判 の 対 象 と な っ た と い う､ 改 鋳 転 換 に よ る か

っ て の モ デ ル 組 織 の 末 路 と い う状 況 が 渦 厚 で あ っ た｡

しか し､ "浪 封 " の 内 容 を 個 別 的 に み る と次 の よ う な点 が 指 摘 で

き る｡

ま ず､ 福 利 厚 生 施 設 の 娃 設 や 宴 会 の 開 催 な どは､ 一 種 の ｢豊 か さJ

の 儲 村 的 象 徴 で あ り､ そ れ に対 して 生 産 の た め の 蓄 損 を優 先 して 逆

に 日 常 生 酒 に 必 要 以 上 の 消 封 増 大 を 引 き締 め る指 場 が な さ れ た の で

あ る｡
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次 に リ ス ク が 大 き く､ 創 業 資 金 が 必 要 で､ しか も労 働 力､ 資 金 面

で 農 業 と祝 合 す る よ う な 授 汗 を mJ制 す る こ と が 拙 起 さ れ た の で あ る0

* * *
逆 に ｢勤 倹 卵 祉 ｣ の JiRf刑 を 実 践 した Iil前 例 も紹 介 して い る｡ そ れ

は 納 河 県 包 民 郷 有 利 屯 有 利 高 級 社 の 部 例 で あ る (証 13)｡ こ

の 高 級 社 は 社 員 世 相 が 104戸､ 労 働 力 は 男 女 合 計 110人､ 排 他 面 相 31

9ha(水 田 面 絹 181.5ha､ 畑 血梢 137.5ha)で 稲 作 両 税 の 多 い 純 絹 で あ

っ た｡

こ の 記 事 で は 他 の "先 進 的 " だ と さ れ る 高 級 社 の 一 般 的 状 況 は､

高 級 祉 管 理 委 員 会 は ｢新 築 の 耶 務 室 を 持 ち､ ガ ラ ス 窓 が あ り新 し い

耶 務 机 や 邸 務 用 品 が あ る｡ ま た 大 食 堂 を 修 築 し､ 食 券 制腔 を 実 lJbL､

列 を 作 っ て 買 っ て 食 べ る｡ 備 品 や 出 兵 も す べ て 新 しい｡ しか し､ 負

倍 が 多 く､ 国 家 融 資 の 侶 金 も 多 く､ 所 得 も低 く､ 社 員 の 不 油 も 多 い｣

と して い る.

こ れ に対 して 有 利 高 級 社 で は､ 管 理 委 員 会 の 年 間 の Igl務 控 は 52.2

7元 だ け で､ r机 は 社 員 世 相 か らの 侶 り物 で､ 椅 子 は な くオ ン ドル に

座 っ て 事 務 を 執 っ て い る｡ 事 務 用 便 等 は 村 政 府 が 使 っ た ほ ご紙 を 利

用 し､ 国 家 規 定 様 式 の 戯 某 社 会 計 沖 と イ ン ク が あ る だ け ｣ で あ っ た｡

ま た､ 1956年 に 開 校 した 小 学 校 で も 費 用 支 出 は - 切 な く､ ｢校 舎

は 古 い家 屋 を 改 造 し､ 机 は 社 員 か ら借 り た 長 机､ 馬 の 飼 葉 桶 を 利 用

して い る ｣状 況 で あ っ た｡

以 上 が い わ ゆ る ｢非 生 産 的 投 資 ｣ な ど に関 す る も の で あ る が､ 生

産 丹 用 支 出 に つ い て も様 々 な 節 約 の 工 夫 が な さ れ て い たC

例 え ば､ 手 綱 ･轡 や 型 刃 が 古 くな っ て も修 理 し て 新 しい も の を 順

入 しな い 努 力 が な さ れ た｡

ま た捕 碓 作 業 州 に な っ て､ lOO頭 以 上 い た 役 畜 は わ ず か 17石 の 飼 料

が あ る だ け で､ 粗 飼 料 も な か っ た｡ そ こ で 社 員 を 軌 貝 して 5,000kgの

革 と750kgの キ ビ柄､ 1,250kgの ｢羊 革 ｣ を塊 め た｡ ま た 副 業 収 入 の

2,000元 を 使 っ て 15,000kgの 穀 物 の 茎 幹 と750kgの 大 豆 搾 り和 ( ｢豆

朋 ｣ ) を 牌 大 した｡ さ ら に捕 種 作 業 が 完 7 し た後 に は､ 飼 料 節 約 の

佃
た め に 馬 を 夜 間 放 牧 した｡

こ う し た 神 川 WJ減 だ け で な く労 働 力 利 用 の L百iで は 作 男 必 化 を 図 う

て 適 州 作 業 を 行 っ た｡

例 え ば､ ｢多 くの 高 級 社 で は幹部 が 生 産 に 参 加 せ ず 指 村 に碑 念 し

て い る の に対 して､ この 有 利 腿 業 杜 で は､ 幹 部 も 生 産 に参 加 して 先

頭 に 立 ち､ 帰 宅 した っ い で に 手 助 け の 労 働 力 を辿 れ て くる ｣ と い う

直 接 生 産 に F謝与 しな い管 理 労 働 力 を作 業 にgl))員 す る 方 法 を 採 用 した｡

ま た､ 管 理 委 員 会 の 会 引 貝 の 労 働 日数 は 毎 月 5日fujに 抑 え て そ の 他

は 戯 作 業 に 参 加 さ せ た｡

さ らに､ 有 利 高 級 社 で は 水 稲 を 耕 地 の 半 分 以 上 作 付 け て い た が､

収 機 作 業 で は ま ず 強 壮 な 労 働 力 を 稲 刈 り に配 粧 して 突 rJ作 業 を 行 っ

た｡ 畑 は 30人 余 りの 老 人 や 半 人 前 労 働 力 で トウ モ ロ コ シ､ ジ ャ ガ イ

モ な どの 収 機 作 業 を 行 っ た｡ 作 業 完 7 以 前 に 剛 腕 に氷 が 張 る よ う に

な り裸 足 の 作 業 が き つ くな っ た の で､ そ の 時 );-tで 不 要 にな っ た 4百月

の 牛 を 売 却 して 117足 の 綿 入 れ 靴 や ゴ ム 靴 を 順 入 し祉 貝 に配 っ た｡ 漢

た 祉 貝 の 手 の あ か ぎ れ 治 療 の た め に轍 ,E とぽ ん そ う こ う を順 入 した.

な か で も 第 1生 産 陽 と鞘 3生 産 陽 は 家 か ら耕 地 が 追 いの で､ 昼 食

を 家 か ら持 参 し時 間 を 節 約 し た｡ 次 第 に 寒 くな っ て､ 弁 当 も凍 る よ

う に な っ た の で､ 排 他 に鋼 を 持 ち 込 ん で 峻 め て 昼 食 を とっ た｡

1956年 の 有 利 高 級 社 の 社 員 の 出 勤 率 は 98% 以 上 で､ 一 般 の 男 子 礼

員 の 年 間 労 働 日 数 280-330日､ 女 子 社 員 の 年 間 労 働 日数 は 200~250

日 (最 大 300日 余 り ).

以 上 で は､ 農 具 狩 の 節 約､ 飼 料 の 自給 強 化､ 作 業 机 化､ 管 理 労 働

の 削 減 な どの 軌 貝 を 行 っ た. 飼 料 不 足 の 問 題 は 畑 の 作 付 内 容 が 不 明

で あ る が､ 水 田 が 半 数 を 占 め て い る が 故 の 不 足 と思 わ れ るo

そ の 結 果､ 食 ‡崩作 物 の 1ha当 り収 虫 2,750kgで､ 高 級 祉 総 収 入 の 8

0% を 社 員 に 分 配 し た た め 1労 働 力 当 り年 収 600-1,000元 とな っ た｡

こ れ ま で 見 て き た 郡 例 で は 単 収､ 社 員 所 得 共 に商 い が それ は 水 稲 作

の た め で あ る と考 え られ る｡

こ う した 稲 作 面 横 が 多 い と い う特 殊 性 は あ りな が ら も､ 娘 団 投 資
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や 生 産 封 用 の 圧 綿 を 実 現 し､ 労 働 強 化 に よ っ て 通則 作 業 を 保 証 し た

の で あ る｡

こ の 飼 料 の 自給､ 作 業 強 化､ 管 理 労 働 照 の 節 減､ 設 備 投 汽 の 節 減

を特 徴 とす る こ の 事 例 は こ れ ま で 指 摘 して き た 生 産 門 川 と労 働 所 得

の 対 立 を 前 者 の 節 約 に よ っ て 縄 和 しよ う とす る も の で あ っ た｡ こ う

した 実 践 が ど れ ほ ど普 及 さ れ た か は 定 か で は な い｡ しか し､ こ れ 漢

で の 分 脈 の 中 で 言 え ば 経 営 と消 群 の 分 離 に よ り外 化 した 諸 群 用 を 圧

綿 す る努 力 で あ り､ さ ら に展 開 す れ ば 組 織 と して は 行 政 村 単 位 で 輿

EZl化 した が 経 営 状 況 は 家 族 労 作 経 営 あ る い は 旧 ｢大 儀 ｣ の 卑 屈 経 営

の 状 況 と さ して 変 わ らぬ も の で あ る と言 え よ う｡

た だ､ ｢勤 倹 卵 祉 ｣ の 方 針 は 商 納 札 で は 戯 業 生 産 の た め の 器械 (

｢公 損 金 ｣ ) を 放 爽 す る も の で は な い た め､ 全 体 と して は 生 産 乃FH
と所 得 と圧 綿 しつ つ 蓄 機 を 進 め る と い う 大 方 向 が 据 え られ て い た の

は 碇 か で あ ろ う (*)｡

*: 阪 本 楠 彦 氏 は ｢協 同 化 腿 政 の 軌 跡 ｣ (近 藤､ 阪 本 絹 『祉 会

主 義 下 担 え る 家 族 経 営 - 中 国 戯 政 の 転 換 』, JI3文 脇, 1983年 ) で

は "勤 倹 那 祉 " を 勤 勉 .節 約 の た め の 経 営､ つ ま り高 級 社 の 統 制

強 化 に よ っ て 消 資 を 圧 綿 し､ 蓄 伯 を 進 め る こ と で あ っ た と し たC

だ が､ 氏 の 取 り上 げ た 前 例 は 消 費 の 節 約 を通 じて 生 産 於 用 と投

資 資 金 の 両 方 を捻 出 し た も の で あ っ た (PP268- 272.)｡

?腫
第 3節 高 級 祉 内 部 の 負 fil間 組 と生 産 手 段 の 共 布 化

m'j2節 で は 高 級 社 の 山 役 報 酬 分 配 と生 産 狩川､ ｢公 純 金 ｣帯 榊 の

対 抗 側 係 を扱 っ て き た｡ 本 WJで 扱 う市 級 社 内 郡 の Lil務 F川腿 は､ こ れ

らの 問 題 と無 関 係 で は な い が､ ま た 異 な る性 質 を 持 っ た 高 級 社 の 経

営 F臼1腿 で あ る｡

高 級 礼 内 部 の 儲 務 間 脳 は ｢三 角 †lll｣ と呼 ば れ､ 高 槻 礼 を 挟 ん だ 富

裕 世 相 お よ び 貧 凶 Lit柑Hjjの Li'1椛 ･仙拙宅関 係 の 発 生 と肘 定 化 の ftiJRBで

あ る｡ こ の l臼】腿 は､ 根 源 的 に は 高 槻 祉 設 立 時 の 生 産 手 段 共 有 化 資 金

や 生 産 費 用 LLi汚 黄 金 の 全 労 働 力 へ の 均 等 割 り を発 端 と して い る｡ 従

っ て､ 本 節 は こ の ｢三 角 倒 ｣ 問 題 の 実 態 を 考 察 し た後 に､ 生 産 手 段

の 共 有 化 お よ び 高 級 社 の 娘 Bl戯 業 経 営 の 社 員 tLr相 に対 す る 意 味 を 解

明 す る こ とが 課 願 と な っ て い る｡

A ) ｢三 角 Li'l｣関 越 の 概 況

本 項 で は 富 裕 県 紅 光 高 級 祉 お よ び 三 好 帯 紐 社 と相 川 照 紅 原 高

級 社 の 事 例 か ら ｢三 角 偵 ｣ と は ど の 様 な もの で あ っ た の か を考 察 す

る｡

ま ず 富 裕 県 の 紅 光 高 級 社 と三 好 高 級 礼 の 資 料 は 共 産 党 黒 竜 江 省 委

員 会 が 娩 江 専 区 (チ チ ハ ル 市､ 富裕 県､ 究 LLI県､ 依 安 県 を 含 む ) で

行 っ た 調 査 報 告 で あ る (註 14)｡

｢三 角 慣 ｣ と い う 現 象 は 一 部 の 社 員 が 高 級 社 に対 す る倒 務 を滞 納

し､ 高 級 社 が 別 の 一 部 の 社 員 に対 して 慣 務 を 滞 納 す る三 者 間 の 債 権

･伯 無目lA係 を 指 し､ 資 料 で は ｢実 際 に は 高 級 社 を 媒 介 と した社 員 相

互 間 の 儲 務 滞 納 関 係 ｣ で あ る と指 摘 さ れ て い る｡

現 象 と して は ｢報 酬 分 配 時 の 決 算 の 際 に､ 一 部 の 世 帯 は 家 計 が 赤

字 で 高 級 社 に 債 務 を 残 して お り､ 別 の 社 員 は 得 る べ き報 酬 を分 配 さ

れ て い な い ｣､ ｢社 員 が 高 級 社 に加 入 した 隙 に 出 資 した､ 生 産 手 段

公 有 化 基 金 は､ (共 有 化 さ れ た 自分 の 生 産 手 段 の 評 価 郷 よ り) 出 資

割 当 額 が 多 か っ た社 員 に 対 して 多 い分 が 退 避 さ れ て い な い し､ 割 当

分 を 全 納 して い な い 礼 貝 か ら徴 収 して い な い ｣､ r1956年 の 生 産 坪

Il
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用 出 資 の 社 員 割 当 分 の う ち 多 す ぎ た 部 分 は 決 算 時 に な っ て も返 済 さ

れ ず､ 全 額 出 資 して い な い社 員 か ら徴 収 して い な い ｣ な ど と報 告 さ

れ て い る｡

っ ま り､ 倍 権 ･1fi務 関 係 と して は 高 級 社 が 偵 務 を 回 収 で き な い た

め に 職 権 者 に 返 済 で き な い状 況 が あ り､ 内 容 と して は 高 級 祉 言貨立 幅

に祉 員 に 均 等 割 り し た 生 産 手 段 共 J3-化 汽 金 と生 産 門 川 Lb流 汗 金 の 未

納 で あ っ た｡

そ して､ 娩 江 尊 区 で は 80-90%の 高 級 社 で ｢三 角 イill｣FuJ腰 が 存 在

し､ そ の 70-80% の 社 員 が 倍 券 ･llli務 を 持 っ て い る状 況 で あ っ たc

l祉 当 りの 社 員 の 偵 務 ･偵 権 総 額 は､ 最 大 で 1万 元､ 崩 小 で も 数

千 元 規 模 に な っ て い た｡ 社 員 1人 当 りで は 数 十 元 ～ 数 百 元 と ま ち ま

ち で あ っ た｡ 中 に は 社 員 の 高 級 杜 に対 す る Ifl頼 経 蛾 が 1i'i椛 総 称 を 超

え て､ 高 級 社 と して 赤 字 一一 ｢支 出 超 過 合 作 祉 ｣ -- に な っ て い る

と こ ろ も あ っ た｡

伸 筋 の あ る 世 相 の 多 くは ｢貴 殿 ｣や 家 族 労 働 力 の 作 業 能 力 が 弱 い

もの で､ 伯 臓 の あ る 世 相 の 多 くは ｢中 農 ｣ や 家 族 労 働 力 の 作 業 能 力

が 高 い も の で あ っ た｡

こ れ らの 債 務 が 即 納 さ れ 固 定 化 す る し くみ が 次 の よ う に 説 明 さ れ

て い る が､ 実 態 は い ま述 べ た ほ ど単 純 で は な か っ た｡

第 1に高 級 礼 が 夏 季 収 益 分 配 の 隙 に､ 小 麦 の 実 際 の 収 良 を ヲ宍モ視

して､ 捕 棟 前 に鋳 定 した 1日 当 り報 酬 額 の 計 画 値 の ま ま に 分 配 を 行

っ て しま っ た こ とが､ 高 級 社 の 債 権 ･債 務 の 処 理 を 困 難 に して い た

こ とで あ る｡

例 え ば､ 調 査 に よ る と チ チ ハ ル 市 郊 外 の 103礼 の 高 級 社 で は､ 全 て

の 高 級 社 で 1日 当 り 2元 以 上 で 分 配 して しま っ たD そ の た め､ 秋 の

収 穫 後 の 決 算 と分 配 の 時 に は､ 40礼 で は 1.5元 しか 払 う 能 力 が な くな

り､ 残 りの 63杜 で は も っ と低 か っ た｡ そ の 結 果､ 103祉 す べ て で 報 酬

分 配 の 支 払 い が 因 襲任に な り､ 高 級 社 が 社 員 に対 して 新 た に 憤 務 を 負

う こ と に な っ て しま っ た｡

第 2に､ こ の 影 響 を 受 け て 生 産 手 段 共 有 化 基 金 な ど の 決 済 も 不 可

9Jも

能 に な っ た 点 で あ る｡ 例 え ば､ 富 裕 県 の 紅 光 高 級 祉 で は､ 労 働 分 配

の 比 率 を 高 め る た め に返 済 す べ き 750元 を分 配 して しま っ たC そ の 上､

翌 年 に 見 込 ま れ た典 Bl副 業 の 収 入 1万 元 も56年 に 分 配 して しま っ た｡

そ の た め､ 57年 に は 報 酬 分 配 の 当 て が な くな り､ 負 伯 を抱 え て 越 年

した 世 和 も返 済 に 充 て る べ き所 得 が 見 込 め な くな っ て しま っ た｡ 本

章 箱 1節 で 考 察 した 収 益 分 配 の 判 例 の 中 に社 員 との IuJの 侶 権､ 旧

識 を 延 滞 した も の が あ っ た が､ そ れ らは ｢三 角 償 ｣ の 発 生 を 意 味 し

て い た｡

第 3に r三 角 倍 ｣ ruj題 が さ らに 深 刻 な の は､ 共 有 化 基 金 な どの 退

清 ･徴 収 を 当 面 1 ･2年 間 を 高 級 社 が 実 行 で きな い ば か りか､ ｢社

員 の 中 に は 晦 年 放 っ て お い て も家 計 赤 字 の 生 じる世 相 が あ る ｣ こ と

で あ る. そ の た め､ この rHj腿 を放 把 す る と負 伯 は ます ます 膨 れ 上 が

る こ と に な る し､ 社 内 に 負 Li'11g:和 と偵 権 世 相 の 対 立 ･矛 盾 が 存 続 す

る こ と に な る｡

例 え ば､ 衷17-12に は 紅 光 高 級 礼 と梢!JH県 の 紅 原 肩 紐 礼 の 状 況 も

一 緒 に示 した が､ す で に 負 伯 を 負 い､ しか も家 族 の 中 にLti役 して 所

得 を 稼 げ る労 働 力 が い な い た め､ 偵 務 は ま す ま す 累 横 す る こ と に な

る の で あ る (証 15)｡

こ う した 負 伯 世 rrfつ ま り黄 凶 世 相 は 高 級 祉 内 部 の 様 々 な 紛 争 の 原

因 と な っ て い た｡ 富 裕 県 の 九 三 高 紋 社 で 幹 部 を改 選 した峠 に､ 当 選

した 21名 の 幹 部 の う ち､ ｢貴 殿 ｣社 員 は 9名 しか お らず､ ま た 7名

の 生 産 隊 長 の 中 で ｢貧 農 ｣社 員 は 2名 だ け で あ っ た｡

ま た fl･l務 世 相 が 一 部 の 生 産 隊 に 偏 る こ と も あ っ た た め､ 生 産 隊 flJIJ

に絶 えず 経 済 的 利 宙 対 立 が 発 生 した と も言 う｡

憤 権 を 持 つ 世 相 へ の 影 響 も 大 き く､ 彼 らは ｢高 級 社 に対 して 不 満

が あ り､ 不 公 平 で あ る と怨 ん で ｣ い た り､ ｢生 産 手 段 共 有 化 基 金 の

未 決 済 部 分 を 3年 で 返 済 す る と い う 当 初 の 規 定 が 本 当 に実 行 さ れ る

か 疑 念 を 持 つ 社 員 が 増 え て い る JO 中 に は 脱 退 した社 員 も 出甥 して

い た し､ 社 員 の 労 働 意 欲 の 低 下 は 普 遍 的 に発 生 して い た｡
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表 17-J2 品級社 における偵稚農家の状iJL

(1957年､ 富裕坊も 紅 光高級杜､ 梯川県 紅府 高級社 )

高級社名 負偵世叩 概況 と戸数 焔考

紅光高級祉 47戸 家族労働))の 57年捕稚作業 日数

作業能力低 い 叔 多 川数 日

一2戸 品少 5-6日

紅原首級祉 40敷戸 老人､ 病人､ 障害者 家計赤字総徽

15戸労働力少 .扶養人 仁一多8戸触俳 だが 出役 服況が恋 い17戸余 3,000余元

資料 : 1. 富裕県 につ いては ｢"三角偵 " -当前農業祉 内部矛眉 的一個焦点 ｣,

盟確江 日報 1957年 5月 J8日によ る｡

2.梓川県 につ いては ｢農業祉急待解決的矛盾 - "三角偵 " ｣, 巣萄江 El

報 1957年 5月23日. による｡

ヂH
B) ｢三 角 偶 ｣ flllj腿 の 解 決 方 法

こ の よ う に 富 裕 県 で は 調 査 を 通 じ て､ ｢三 角 111｣ の 閲 鎚 は 究 極 的

に は 1‡凶 世 相 の 救 析IH]腿 で あ る こ と が 解 Lu さ れ､ そ れ を 解 決 す る 方

法 が い く つ か 捉 起 さ れ た｡

ま ず 共 産 党 黒 滝 江 省 委 員 会 調 査 組 の 提 案 内 容 は 以 下 の 通 り で あ っ ,

た｡

弟 1に ｢高 級 礼 の 儲 別 業 生 産 を 全 面 的 に 発 展 さ せ､ 1労 働 Elの 報

酬 鞭 を 高 め る こ と､ 特 に 負 僻 の あ る 貧 凶 社 員 や 労 働 力 の 弱 い 社 員 に

は､ 過 当 な 作 業 を 割 り 当 て て､ 多 方 面 か ら増 収 を 4度助 す る ｣ こ と が

振 起 さ れ た｡ こ れ は LtL役 日 数 が ど う し て も 少 な く な っ て し ま う LLT相

を､ 出 役 報 酬 の 単 価 を 高 め る こ と で 返 済 能 力 を 付 け る た め の lJE.t正 で

あ る｡

相 川 県 紅 原 高 級 社 で は､ ま ず 12名 の 老 人､ 病 弱 者､ 陣 宙 者 を 純

綿 し て､ 老 人 生 産 隊 を 編 成 し野 菜 を 栽 培 さ せ た｡ ま た 野 菜 の 栽 培 に

適 さ な い も の に は､ 春 季 捕 碓 作 業 の 中 の 軽 い 祁日的作 業 を さ せ た｡ さ

ら に､ 労 働 力 が 多 く 家 族 人 口 の 多 い 戯 家 に は 家 庭 副 業 -一 小 豚 の 飼

育 一 一 を 請 け 負 わ せ る こ と に 決 定 し た｡ 労 働 力 が あ り な が ら損 極 的

に 出 役 し な い 農 家 に 対 し て は, 説 得 ･教 育 を 通 じて 生 産 に 参 加 す る

よ う に 勧 め た､ な ど の 措 置 を と っ た｡

第2は 共 有 化 基 金 や 生 産 丹 用 出 資 資 金 の 負 憤 返 済 に 付 い て は､ 高

級 社 の 帳 帯 を 整 理 し て､ 債 権 ･倍 務 双 方 に 説 明 を 行 っ て 返 済 方 法 を

決 定 し､ 社 員 を 安 心 さ せ る こ と で あ っ た｡ 共 産 党 轍 江 地 区 委 員 会 は

こ の 点 に 関 し て､ 信 用 協 同 組 合 か ら融 資 して 負 倍 を 返 済 さ せ る か､

負 債 世 相 に は 負 僻 利 子 を 払 わ せ る こ と､ 友 人 及 び 社 員 相 互 の 自 宛 的

な 負 債 振 替 を 奨 励 す る - - つ ま り 高 級 社 を 介 し た 貸 借 関 係 を 相 対 で

解 決 す る -- こ と､ を 提 案 し て い る｡

こ う し た､ 副 業 に よ る 解 決 は 本 編 第 16章 で 確 認 し た 個 人 副 業 と

奨 団 巌 作 業 と の 頼 合 間 題 に 直 ち に 直 面 す る こ と に な る と思 わ れ る が､

こ こ で は こ れ 以 上 の 言 及 を 避 け る｡
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C )合 作 化 と社 員 負 倍 の F対迎

こ れ ま で は､ ｢三 角 憤 ｣ 問 題 の 実 態 と政 舛 当 局 の 提 案 し た 解 決 jj一

法 を 考 解 して き た｡ こ こ で は､ 約 1に ｢三 角 イil｣ 発 生 の 発 端 が 満 級

祉 設 立 時 の 生 産 手 段 共 有 化 の た め の 買 収 資 金 と初 年 JiE川 の 生 産 把 捕

を 加 入 した世 4JIPの 家 族 労 働 力 に均 等 割 り した こ と に あ り､ ま た､弟 2

に そ の 伯 務 の 固 定 化 が 高 級 礼 に お け る 貧 困 世 相 の 存 続 と棚田 と して

実 存 して い る こ と､ こ の 2点 に宕 目 して､ ｢三 角 偵｣rH7腿 の 本 質 を

検 討 す る こ と とす る｡

ま ず､ 高 級 社 で は 生 産 手 段 は 共 有 化 さ れ て お り､ 制 度 的 に は 高 級

社 に 所 属 す る 社 員 が 共 同 で 利 用 す る も の で あ っ た｡ そ こ で は､ 高 級

祉 設 立 前 にLJJ地 や 役 畜 そ して 戯 具 を 所 有 して い た か 否 か に 快Iわ らず､

す べ て の 社 員 に そ れ らが 帰 属 す る の で あ る｡

だ が､ 共 有 化 の 時 点 で 割 り 当 て られ る 生 産 手 段 共 有 化 拝 金 は 耕 地

以 外 の 有 朋 で 共 有 化 され る生 産 手 段 の 日 収 資 金 で あ り､ そ の 負 担 は

高 級 祉 設 立 の 時 点 で 初 め て 発 生 し た も の で あ っ た｡ 他 方 で､ 生 産 flI

用 出 資 資 金 の 負 担 は 初 級 社 の 設 立 の 隙 に も存 在 し た｡ しか し､ 土 地

改 革 前 後 を 通 じて 家 族 経 営 の 下 で は こ う した 資 金 の 負 担 に よ る 倍 務

の 発 生 す る こ と は あ り得 な か っ た｡ そ の 債 務 が ど の 様 な メ カ ニ ズ ム

で 発 生 し､ 如 何 な る 性 格 の も の で あ っ た の か を､ 小 論 で こ れ ま で 分

析 した 家 族 経 営 の 論 理 を 元 に して 検 討 し よ う｡

図 17-I..,に 示 した よ う に家 族 経 営 で は 排 他 を 含 め た 生 産 手 段 の 欄

人 は､ 毎 年 の 総 収 入 か ら消 費 部 分､ 生 産 か 用 な ど を 控 除 し た残 余 が

存 在 す る 場 合 に は 資 金 蓄 根 が 可 能 で あ り､ 経 営 規 模 を 拡 大 した り上

の 階 層 に 上 昇 す･る こ とが 可 能 に な る (図 中 ① の 場 合 )｡ 逆 に残 余 が

残 らな い か 赤 字 に な る場 合 に は､ 翌 年 用 の 種 子 な ど を 飯 米 と して 食

べ て しま っ た り､ 現 金 支 出 を 放 乗 せ ざ る を得 な い｡ 冠 婚 葬 祭 な ど で

多 額 の 支 出 が あ れ ば 借 金 を す る場 合 も あ る し､ 労 働 力 の 喪 失 (死 亡､

病 気 な ど ) に通 過 す れ ば 桝 地 や 役 畜 な ど の 売 ArJに よ っ て 当 面 の 生 活

を維 持 す る こ と に な し､ 最 終 的 に は 貴 国 停 即 に い た る 部 分 で あ る (

図 中 ② )｡ こ れ らの 点 は 第 1編 の 第 1車 や 第 2章 第 5節 お よ び 発

汀P ド,
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4絹 範11費 で 指 摘 して き た 通 りで あ る. 言 い 換 え れ ば､ ① の 似

合 は 家 族 労 働 力 が 扶 式 人 口 に 比 して 多 くて 生 産 押 用 な ど を 賄 う こ と

の で き る 上 地 改 1.ft前 の ｢小 LB ｣ な ど､ 土 地 改 称 後 で は r申Ji3｣ 特 に

r富 裕 中 農 ｣ 以 上 屑 で あ っ た. そ して､ ② は ｢零 細 JIEli ｣ r屈 JiA｣ お

よ び ｢底 辺 世 相 J あ る い は 土 地 改 革 後 の ｢貧 戯 ｣､ ｢底 辺 世帯 ｣ な

ど労 働 力 が 少 な い か 喪 失 して しま っ た 帽 屑 で あ っ た｡

高 級 礼 で の 生 産 手 段 の 共 有 化 や 新 た な 組 織 で の 生 産 の Ijil始 に 当 た

っ て､ こ う し た 戯 家 の 経 済 状 況 の 格 差 を 前 提 に､ 設 立 時 点 は 均 等 に

拝 金 負 担 が 割 り 当 て られ る｡ そ の た め､ 役 畜 や LIl具 を 多 く所 有 して

い る ｢中 農 ｣ な どの 農 家 は 高 級 社 に売 り櫨 す 生 産 手 段 評 価 柳 が 割 り

当 て 分 を 上 回 る た め 伯 権 世 相 とな る｡ ま た､ 従 来 か ら純 子 を 食 い つ

ぶ す こ と な く戯 業 経 営 を 順 調 に 行 っ て い た た め､ 生 産 呈竺用 山 狩 も 負

担 可 舵 で あ る (図 中 ① ′ )｡ しか し､ 生 産 手 段 の 少 な い ｢食 IB!｣ な

どの 農 家 は 売 り渡 す べ き 生 産 手 段 も ほ と ん ど な く､ 従 来 の 経 営 も 苦

しい た め 生 産 か 川 山 狩 も 負 担 で き な くな り1i'1稀 LU.叩 と な る (図 Lfコ②

′ )｡ こ う し た 倍 務 世 相 は 高 槻 礼 で の 集 団 作 業 へ の 出 役 報 酬 が 家 族

の 生 計 群 よ り多 け れ ば 倍 預 を 退 滴 す る こ とが で き る し､ そ う で な け

れ ば 当 初 の 倍 精 に新 た な 個 務 が 加 わ っ て 累 硝 して ゆ く こ と に な る (

図 中 ③ )｡ 配 偶 者 が 死 亡 して しま っ た よ う な ｢底 辺 世 11Lf｣ の 場 合 は

そ の ま ま の 状 況 が 継 続 す る こ と に な る｡ た だ､ 偵 務 世 相 で も子 供 の

多 い 世 相 で は､ 子 供 が 高 級 社 に 出 役 で き る よ う に な れ ば こ う し た 状

況 か らは い上 が る こ とが で き る と思 わ れ る｡

こ の 様 に 見 る と､ 貧 困 彪 家 の 偵 務 世 相 へ の 転 諸 は､ 従 来 で は 到 底

満 足 に支 LLiL得 ず､ た だ 家 族 労 働 力 が 増 え て 虚 業 経 営 も順 調 に 進 展

す る 中 で 資 金 を 若 槻 で き る よ う に な っ て 初 め て 支 出 を 考 慮 で き る 生

産 手 段 の 順 入 支 出 や 生 産 群 用 の 支 出 が 高 級 祉 に よ っ て 強 制 さ れ る こ

とで 発 生 した の で あ る｡ 言 い 換 え れ ば､ 本 来 長 い 資 金 港 税 の糾問 を

経 て 負 担 し得 る金 額 の 出 井 が､ 高 級 祉 設 立 時 点 で 一 挙 に 角 僻 と して

障 り掛 か り､ 加 入 後 の 生 酒 を 圧 迫 す る 要 因 と して 貧 凶 良 家 に の しか

か っ て き た の で あ る (辛 )｡

71-L'

総 じて､ ｢三 角 IIL｣ 問 題 と偵 務 累 拭 世 相 の 発 生 は､ 経 済 的 指 差 を

持 っ た 儲 家 を 行 政 村 lIi位 で uBい込 ん だ い わ ば 必 然 的 結 果 で あ り､ 高

級 礼 に お け る 111度 手 段 共 イ川IJの tJ'a立 と､災 LllJR紫 紺田 の イJi木 即日HJRB

点 の 反 映 に は か な らな い｡

*: こ の よ う な 倍 務 累 械 世 相 が 必 然 的 に 発 生 す る状 況 に対 して､

全 く政 雄 的 措 把 が と られ な か っ た わ け で は な い｡ ｢発J出合 作 基 金｣

と い う 国 家 融 資 制 度 が そ れ で あ る｡ 例 えば､ 尉 商 法 省 の 1955年 の

融 資 額 は､ 同 年 10月 ま で で 339万 元 で あ っ た｡ しか し､ こ う した摺

選 の 実 効 性 は 非 常 に乏 しい もの で あ っ た｡

まず､ 当 初 の 引 画 は 659万 元 で あ っ た か ら引 画 を51%達 成 した の

み で あ っ た｡ ま た 敵 背 対 象 戯 家 数 は 19,117戸 で あ っ たが､ そ れ も

同 年 加 入 戯 家 の 15% に しか な っ て い な か っ た｡ そ れ は ｢幹 部 が 融

資 に 対 して 消 極 的 で､ 黄 金 を 節 約 した が っ て い る ｣ ため で あ っ た｡

融 資 が 計 画 通 り に 出 さ れ な い た め､ 典 賢 県 永 安 区 で は 未 加 入 農

家 が 91戸 お り､ そ の 76% を 占 め る分 段 が 共 有 化 焚 金 や 生 産 丹 比 溝

資 金 を 負 担 で き な い た め､ 加 入 を拒 否 さ れ て い た｡

ま た､ 触 汗 を 配 分 す る 隙 に､ 各 農 家 の 負 担 称 や 経 済 状 況 を 考 慮

せ ず､ 全 戸 に均 等 に ば らま い て しま う 問 題 も あ っ た (以 上 は ｢祉

論 一認 其 倣 好 貴 慮 合 作 基 金 貨 款 的 発 放 工 作 ｣, 黒 滝 江 日報 1956年

1月 4日 に よ る )｡

第 4節 本 章 の ま とめ

本 章 で は 大 別 して 二 つ の 問 題 を 扱 っ て き た｡ 一 つ は 第 1節 と続 く

弟 2節 で 検 討 し た 高 級 社 の 収 益 分 配 に 反 映 した食 粒 生 産 を 中 心 とす

る 生 産 坪 用 あ る い は 利 潤 蓄 積 と労 働 所 得 の 対 抗 の 問 題 で あ り､ い ま

- つ は 高 級 杜 に お け る生 産 手 段 共 有 化 と僻 務 累 相 世 帯 の 発 生 の 問 題

で あ る｡

こ こ で は､ こ れ らの 分 析 結 果 を 整 理 して 合 作 化 の 終 着 点 で あ る 高

級 社 の 経 営 問 題 の 本 質 に つ い て 検 討 を 加 え る｡
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A)高 級 社 の 収 益 分 配 問 題 と技 術 水 準

ま ず 高 級 社 の 収 益 分 配 で は 生 産 押 用 (翌 年 JRの 種 子､ 飼 料 な ど )

と ｢公 捕 金 ｣ お よ び L毒l家 や 祉 R か らの 例 務 の 辿 済 部 分 が 総 収 入 か ら

控 除 さ れ､ そ の 鮎 余 が 社 員 の 出 役 報 酬 と して 分 配 さ れ る｡

そ の 実 悠 分 析 か ら析 LLiされ た 個 々 の rUIRB点 は ･･･

第 1に 生 産 lT用 や ｢公 損 金 ｣ ｢公 益 金 ｣ の 控 除 が 1956年 か ら1957

年 の 間 に 強 化 さ れ た こ と｡ つ ま り､ 制度 的 に も そ う で あ る が 実 際 に

も こ れ ら を確 実 に控 除 =確 保 して お く こ とが 政 踊 的 に も強 調 さ れ た

の で あ る｡ 高 級 社 の 負 僻 部 分 につ い て は､ 原 則 と して は 国 家 に 対 す

る も の も社 員 に 対 す る も の も 決 算 時 に 返 済 す る よ う指 導 さ れ た が､

高 級 社 の 経 済 状 況 に 応 じて 返 済 を 延 期 す る こ とが 許 さ れ て い た｡

第 2に 山 役 報 酬 の 分 配 を 巡 っ て は 生 種 隙 に 認 め られ て い た は ず の

作 業 巡 行 な ど の ノル マ と そ れ に応 じた 労 働 評 価 益 畔 の 調 雅 が､ 収 去左

分 配 の 時 点 に な っ て､ 生 産 隊 rHJの 格 差 を 是 正 す る 方 向 で 修 正 さ れ る

こ と に な り､ ノル マ 謂 負 制度 と労 働 点 数 に 応 じ た 分 配 制 度 も か な り

形 骸 化 さ れ る こ と と な っ た｡

第 3は 水 害 被 災 地 域 の 分 配 事 例 か ら､ 水 苔 の 伯 矢 を 穏 和 す る た め

に 一 つ は 出 役 報 酬 の 分 配 総 額 を 圧 綿 す る 方 向 で の 調 整 が な さ れ､ い

ま 一 つ の 事 例 で は 生 産 兜 用 の 控 除 を 圧 縮 す る 調 党 が な さ れ た 点 で あ

る｡ この 点 に つ い て は 経 営 と消 資 が 敵 合 して い る 家 族 経 営 で は 生 産

費 用 や ｢公 損 金 ｣ =利 潤 部 分 の 確 保 は 家 族 消 於 の J'JRも よ り後 回 し に

さ れ､ しか も 両 者 間 の 調 整 が 農 家 経 済 内 部 で 行 わ れ る の に 対 して､

高 級 社 で は 経 営 と消 於 が 集 団 と社 員 世 相 に主 体 と して も分 離 し両 者

の 調 士 が 行 政 村 範 uBで の 利 害 調 整 問 題 と な っ て い た と理 解 した｡

第 4は 高 級 社 に お け る食 掘 生 産 コ ス トの 憎 大 問 題 で あ る が､ そ の

原 因 と して 分 析 さ れ た の は､ 一 つ は 集 約 化 を 推 進 す る 改 良 技 術 の 採

用 に よ り労 働 TTと物 的 投 入 丹 用 が 増 大 し た こ とで あ り､ 二 つ 目 に 生

産 隊 に よ る柑 ち 化 さ れ た 生 産 ノル マ 制 度 の 実 施 に よ っ て 作 物 別 ･珊

場 別 の 物 的 雑 用､ 労 働 焚､ 利 潤 の 計 界 が 行 わ れ た こ と で､ 家 族 経 営

で は 計 罪 さ れ な か っ た 升 目が す べ て 評 価 の 対 象 と な り至管用 化 した 点

EuSj /
で あ っ た｡

* * *
こ の よ う に､節 1 ･2m で は 高 級 礼 の 収 l.左分 利 の l!り腿 を家 族 経 営

と理 念 的 に 比 較 しな が ら検 討 す る と (家 族 経 営 の 理 念 的 特 徴 も こ れ

ま で の 各 編 の 当 該 協 所 で の 考 察 を 土 台 と した もの で あ るが )､ 新 た

な 問 題 点 が 浮 か び 上 が っ て 鬼 る｡

つ ま り､ こ う した 高 級 社 の 経 営 上 の THl屈 点 は 帯 紐 社 が家 族 経 営 を

.(解 体 " した こ と 自 体 に よ る も の な の か? あ る い は 当時 の 腿 業 生 産

の 技 術 水 準 に よ る も の な の か? と言 う 点 で あ る｡

こ こ で は 両 者 は 密 1度に 関 係 しあ っ て い る と考 え た い｡ 本 編 の こ れ

ま で の 考 察 と特 に 土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 の 展 開 状 況 に関 す る考 察 を

振 り返 りつ つ こ こ で 生 理 す る｡

ま ず､ 約 15帝 で 食 耀 増 産 の た め の 改 良 技 術 に関 す る分 析 結 果 を 結

論 的 に 言 え ば､ 在 来 の 粗 放 的 で 地 力 収 雅 的 な JLl法 を､ 手 作 業 や 自給

肥 料 の 投 入 増 大 を 通 じた 娘 約 化 の 方 向 で 改 良 し､ そ れ を実 行 し た と

して も通則 作 業 を 保 証 す る こ と に は 多 大 な リス ク を伴 い, 同 時 に 多

収 血 作 物 に 偏 重 した 作 付 け は 組 織 内 の 輪 作 順 序 を 混 乱 させ る恐 れ が

あ っ た｡ つ ま り､ 技 術 改 良 が 成 功 壁 に進 展 す る可 能 性 は低 か っ た の

で あ る｡

単 に 技 術 問 題 に 留 ま らず､ 社 員 の 出 役 意 欲 と作 業 の 質 を 保 証 す る

よ う な 労 働 力 編 成 や 労 働 評 価 制 度 の 欠 陥､ 役 畜 の 使 役 ･飼 育管 理 体

制 の 欠 陥 な ど も､ こ の 結 論 を 補 強 す る も の で あ る｡

そ して 改 良 技 術 の 採 用 は 労 働 坪 を含 め て 生 産 焚 用 を 増 大 させ､ 高

級 社 で は そ の 経 営 管 理 制 度 に よ っ て 全 て の 群 用 が 抑 在 化 され る｡ こ

ぅ し た 論 理 を 通 じて 生 産 費 用､ 利 潤 蓄 fflと労 働 所 得 の 対 抗 は発 生 し

た と 思 わ れ る｡

言 い換 え れ ば､ 在 来 農 法 の 下 で あれ ま た そ れ を 土 台 に集 約 化 を 図

る 場 合 に も､ (災 宙 復 旧 作 業 を度 外 視 す る と して も )手 作 業 に 多 く

を 依 存 し､ ま た 自給 飼 料 と 自給 肥 料 に 依 存 す る技 術 水 準 で 現 物 坪 用

も 含 め て 全 て を 抑 在 化 す る よ う な 経 甚=ま､ 必 然 的 に こ う した結 果 を
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も た らす で あ ろ う｡

続 い て 高 級 祉 設 立 に よ るJJ-F関 に つ い て 検 討 す る. こ う し た 技 術 改

良 を 仮 に 旧 ｢大 脇 J の 年 屈 経 営 で 採 用 し た とす れ ば､ 飼 料 照､ 屈川

労 賃 の 増 大 さ ら に 戯 業 部 門 の 経 営 赤 字 と して 放 映 す る と考 え られ､

｢屈 農 ｣ の 所 得 は 不 変 か あ る い は 労 働 市 場 の 術 要 増 大 に よ っ て 労 f7

水 準 は 高 騰 す る か も 知 れ な い｡

しか し､ 高 級 社 に お い て は 労 働 力 は 数 が礼flに 限 定 され て い る こ

と､ そ して な に よ り も 実 質 的 に経 営 が 管 理 委 員 会 に耶IIIが 社 員 LIF梢

に分 離 す る 一 方 で､ 年 末 決 算 時 に 実 隙 の 所 相 称 が 決 定 され る 労 働 点

数 制 皮 に よ っ て 経 営 リス ク を 共 同 負 担 す る 位 躍 づ け を 与 え られ て い

る た め 抑 在 化 し た 生 産 控 用 と利 潤 蓄 棚 は 由 は に祉 Fltit相 の 所 柑 増 大

を 圧 迫 す る の で あ る｡

黒 海 江 省 の 股 菜 摘 迫 の 間 腔 と して 見 れ ば､ ｢大 殿 ｣ と高 級 社 で は

この よ う に 現 象 の 仕 方 に 追 い は あ る と は 言 え､ 結 局 は 社 員 と そ の 家

族 の 生 酒 と生 産 出 用 の 衝 突 が 共 通 して 碓 認 さ れ る の で あ り､ ま た 利

潤 藩 紙 - 拡 大 再 生 産 投 資 も到 底 望 め な い よ う な 1人燈 が 依 然 と して 続

い て い た の で あ る｡ た だ､ r大 旗 ｣ で は こ れ らが 家 計 赤 字 の 累 棚 と

して 分 析 され､ 高 級 社 の 場 合 は 全 て の 控 用 が 外 部 化 さ れ て 資 El閲 の

調 整 問 題 と して 分 析 さ れ た 違 い が あ る に 過 ぎ な い の で あ る｡

8 ) 生 産 手 段 共 有 化 と家 族 経 営 の 階 層 性

こ の 点 につ い て は す で に前 節 の C ) 項 で 概 念 図 を 利 用 して 検 討 し

た が､ 社 員 世 相 の 経 済 状 況 を 考 察 す る 本 編 の 垣 終 章 で あ る 第 19章 と

の 関 迎 を 残 す 形 で 整 理 す る｡

初 級 社 の 設 立 が 開 始 して 家 族 経 営 の 展 開､ 特 に 雇 用 あ る い は 労 働

力 ･畜 力 交 換 を 志 向 す る 上 層 農 家 の 展 開 が 困 難 に な る ま で､ 土 地 改

革 後 の 家 族 経 営 は 家 族 労 作 経 営 あ る い は 半 自給 的 な 複 合 経 営 を 基 礎

に､ 一 方 で は 経 営 規 模 の 拡 大 か ら屈 用 経 営 に 進 む 階 屑 と､ 貧 困 停 秤

に陥 る 階 層 と に 分 化 しつ つ あ っ た｡

そ の 上 向 展 開 は､ 家 族 労 働 力 を 中 核 と して 預 金 者 税 を行 う こ と を

9JD

通 じて 行 わ れ て い た｡

高 級 社 の 設 立 に よ る行 政 村 規 模 で の 生 産 手 段 の 共 有 化 は､ 一 方 で

は そ れ を 所 41-して い た 上 層 脱 家 の 生 産 手 段 利 用 を 否 定 し､ 他 方 で 黄

困 農 家 に 生 産 手 段 共 有 化 黄 金 や 生 産 乃 川 LLl汗 資 金 の 負 担 を 強 制 した｡

本 節 で は 上 層 戯 家 =伯 陳 を 持 つ 社 員 世 相 の 状 況 は 明 確 に 出 来 な か

っ た が､ 下 層 の 弁 困 段 家 は､ こ の 二 つ の 津 金 支 出 を受 け て 債 務 紫 根

世 相 とな っ た｡ こ の 二 つ の 支 出 の う ち 一 つ は 本 来 家 族 経 営 で は 支 出

不 可 能 で あ っ た 生 産 手 段 購 入 資 金 で あ り､ も う一 つ は 時 と して 瑞 鳩

期 な どの 生 計 升 に食 い つ ぶ さ れ て 支 出 不 能 に な る規 金 生 産 丹 用 で あ

っ た｡ こ れ らの 支 出 は､ 高 級 社 に 社 員 と して 参 加 し､ 生 産 手 段 の 節

有､ 利 用 お よ び そ の 恩 恋 を 上 屑 腿 家 と "同 等 に " 相 和 す る以 上､ 家

族 労 働 力 の 弱 き に よ る労 働 点 数 制 の 下 で の 山 役 職 別 の 格差 と同 様 に

甘 ん じて 受 け ざ る を 得 な い リ ス ク で あ っ た｡ しか し､ この 負 担 は 従

来 の 貧 困出 家 の 経 済 状 況 を さ ら に 態 化 さ せ る こ と に な っ て しま っ た

の で あ る｡

こ こ に 生 産 手 段 の 共 有 化 の 面 か ら､ 行 政 村 税 雌 で す べ て の世 相 を

制 度 的 に は 平 等 な 社 員 と して 参 加 させ る こ と の マ イ ナ スが 存 在 して

い た｡

本 章 第 3節 で は こ の 点 が 分 析 さ れ た が､ そ れ は あ くまで も高 級 祉

設 立 時 点 に発 生 した 問 題 点 に つ い て で あ り､ 悪 化 した経 済 状 況 の 下

で 貧 困 世 相 が､ さ ら に 債 権 世 相 が 家 族 と して どの 様 な 遅 軌 メカ ニ ズ･

ム の 下 に 巻 き 込 ま れ る の か は､ 弟 19章 で 検 討 され る と ころ で あ る｡

* * *
以 上 整 理 し た 諸 点 は 第 19章 に お いて 今 度 は 社 員 世 符 の就 業 ･所 得

閉 店 お よ び 経 済 状 況 の 側 面 か ら分 析 さ れ る こ と に な る｡

範 17章 引 用 証

証 1: ｢祉 諭 -認 fI作 好 愛 収 預 分 工 作 ｣, 鮎 稚 江 日報 1956年 7月

29日 に よ る｡

註 2: ←中 共 熊 海 法 省 委 員 会 側 於 作 好 JBi某 生 産 合 作 祉 麦 収 預 分
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工 作 的 指 示 1956年 7月 24El｣, 黒 聴 江 日報 1956年 7月 29日 に よ る｡

註 3: 以 下 は､ ｢中 共 黒 屯 江 省 委 貝 会､ 鵜 屯 江 省 人 民 委 員 会 側

於 認 共 作 好 脳 梁 生 産 合 作 祉 欣 収 収 益 分 配 工 作 的 指 示 ｣,熊 碕 江 日

報 1956年 9月 26日､ ｢祉 論 為 什 歴 必 頒 虫 視 戊 某 社 的 分 配 工 作 ｣,

黒 竜 江 日報 1956年 9月 26日 お よ び ｢祉 論 用 群 衆 指 組 方 法 進 行 秋 収

分 配 ｣, 黒 碕 江 El報 1956年 10月 30日 に よ る｡

註 4: ｢中 共 熊 聴 江 省 委 員 会､ 難 聴 江 省 人 民 委 日 会 関 於 作 好 愛

収 分 配 工 作 的 指 示 ｣, 黒 竜 江 日報 1957年 8月 8日.

註 5: 以 下 は ｢中 共 五 常 県 委 員 会 工 作 組 新 民 戊 某 社 的 秋 収 預 分

工 作 ｣, 黒 穐 江 日報 1956年 11月 7日 に よ る.

証 6: 以 下 は､ ｢平 安 腿 某 礼 受 到 血 災 以 後, 増 産 節 約 少 lU多 分 謂

社 員 増 加 収 入 ｣. 娘 屯江 El報 1956年 10月 3O日 に よ る｡

註 7: 中 共 鮎 滝 江 省 委 員 会 財 政 貿 易 部 編 ｢隷圭屯 江 省 農 村 経 済 変

化 典 型 調 査 ｣1958年, 黒 滝 江 人 民 Lu版 社.

祉 8: 同11lJ'Pl-24141.に よ るO

註 9: 同 前 PP65184.に よ る｡

註 lO.･ 証 8に 同 じ｡

註 11: 以 下 は ｢祉 論 一認 真 田 徹 執 行 勤 倹 桝 祉 方 針 ｣, 黒 竜 江 日報

1956年 5月 13日 に よ る｡

註 12: 以 下 は ｢接 照 "勤 倹 卵 祉 " 的 方 針 管 好 財 務 工 作 ｣, 黒 碕 江

日報 1956年 4月 20日 に よ る｡

註 13: 以 下 は ｢学 習 良 民 兄 弟 勤 倹 作 風 ｣, 無 稽 江 日 報 1957年 3月

14日 に よ る｡

註 14: 以 下 は ｢ "三 角 例 ''- 当 前 戯 業 社 内 郎 矛 盾 的 一 個 総 点 ｣,

黒 屯 江 日報 1957年 5月 18日 に よ る｡

註 15ニ 梓 川 県 の 資 料 は ｢農 業 祉 急 待 解 決 的 矛 盾 - "三 角 憤 " ｣,

黒 竜 江 日 報 1957年 5月 23日. に よ る｡

?ら7

第 18卓 高 級 社 に お け る 食 樋 田 付 け と食 純 分 自己問 題

高 級 祉 設 立 以 後 の 国 家 の 食 樋 口 付 け は 1955年 ま で と は迎 続 性 も あ

れ ば 餌 的 な 変 化 も あ っ た｡ 迎 続 性 とは 1955年 に採 用 さ れ た ｢三 定 到

戸 ｣ (個 別 巌 家 レベ ル で の 収 血 の 推 定､ 口 付 屯の 確 定 お よ び 飯 米 不

足 農 家 へ の 版 元 ) の う ち ｢三 定 ｣改 印 が 引 き継 が れ た こ と で､ 質 的

変 化 は 食 指 が 個 別 腿 家 を 対 象 と して で は な く､ 高 槻 祉 つ ま り行 政 村

単 位 で 買 付 け られ る こ と に な っ た 点 で あ る (栄 )｡ そ の た め､ 社 員

世 伸 に と っ て は 新 た に 高 級 祉 内 部 で の 食 糊 分 配 IuJ題 -一 対 国 家 売 り

波 し分､ 飯 米 分 配 な どの 閲 の 調 整 fHlは 一一 が 発 生 す る こ と に な る｡

*: 国 務 院 は 1956年 10月 6 日 に ｢JS!男 生 産 合 作 社 の 食 相続一門
付 ･統 一 版 苑 に 側 す る 規 定 ｣ を LuL､ そ の lJJで､ 範 1に食 糊 の 日

付 血 の 評 定 は 高 槻 社 を神 位 に行 う こ と､ 弟 2に買 付 任 務 と祉 貝 へ

の 分 配 基 蝉 兄 を 満 た す こ と を前 提 に､ 朗 っ た 部 分 は 肩紐 祉 内 部 で

決 定 す る こ と､ 弟 3に 養 豚 飼 料 川 の 企 相 は Jm確 部 分 か ら融 通 す る

こ と､ な ど が 定 め られ た (『殿 業 躯 体 化 Bi空 文 件 桑 編 (上 冊 )』,

pp628-629.)｡

本 草 で は 高 級 祉 設 立 後 の 食 糧 買 付 政 蹄 の 難 航 の 原 因 を 自留 地 (園

地 ) で 生 産 さ れ た 食 欄 の 買 付 問 題 を 含 め た 高 級 祉 内 部 にお け る 食 鳩

分 配 の 変 化 に ま で 立 ち 入 っ て 分 析 し､ そ の 根 底 に あ る食 糧 需 要 の 増

大 問 題 を 挽 討 す る｡ これ は 基 本 的 に全 て の 戯 家 が 社 員 と して 高 級 社

に組 縮 さ れ 戯 付 の 排 他 利 用 方 法 が 大 き く変 化 した こ と にrAJわ る 問 題

で あ る｡

弟 1節 食 樋 田 付 け の 概 況 一一 高 級 社 の 抵 抗 と日 付 工 作 の 遅 滞 一

本 節 で は 1956年 産 の 食 樋 の 買 付 け軌 向 を概 観 し､ そ の 過 程 で 発 坐

して い た 食 粗 口 付 工 作 の 遅 滞 問 RZiとそ の 原 因 を考 察 す る｡

ま ず､ 1956年 の 収 機 終 7 後 =買 付 [3日始 後 の 状 況 を 見 て み よ う (証
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9日

1)｡

1956年 の 企柁 円 付 に つ い て は 次 の よ う な 計 所 が 立 て られ て い た｡

衷 1･p-la)に 示 した よ う に､ 1956年 座 食 相 の 生 産 計 画 11

5% 強 の 増 産 で あ っ た が､ 買 付 計 画 は 1%岬 に満 た な か っ た｡ 生 産

量 に 対 す る買 付 虚 の 比 率 も前 年 よ り引 き 下 げ られ て い た｡

そ して､ 56年 の 食 柁 買 付 工 作 に つ い て､ 以 下 の 3点 の 指 示 が Lllさ

れ て い た｡

第 1に 1955年 に じ肖始 し た ｢三 定 ｣政 蹄 を 継 続 す る こ と｡ 実 際 の IB

と して は 被 災 に よ る 口 付 周 の 減 少 や､ 食 税 不 足 に 対 す る支 損 の 必 輩

を 満 たす た め に､ 豊 作 の 地 域 で は 買 付 Etを 憎 砺 す る が､ そ れ は 噌 薙

部 分 の 40% に と どめ る こ と と した｡

節 2に､ 被 災 地 で ｢定 座 ｣ 指 標 に実 際 の 収 nが 満 た な い 似 合 に は､

畜 産 業 の 発 展 と飯 米 留 保 基 準 に応 じて 留 保 さ せ る が､ た だ し ｢余 剰

食 掘 ｣ (種 子､,飯 汎 飼 料 を 除 い た 残 余 )の 10% 以 上 を 残 さ な い よ

う に す る｡

弟 3に 殿 業 馴 ま引 続 き 規 定 に従 っ て 決 定 し減 免 を行 う｡ そ して ｢

災 害 の 被 宙 の 軽 微 な 地 域 は 少 な く減 税 し､ 皿 い地 域 は 多 め に 減 税 し､

さ ら に深 刻 な 地 域 で は 免 税 す る ｣ 原 則 を !11徹 す る と し た｡

1956年 の 金 権 買 付 に つ い て は ほ ほ 55年 と同 様 の 方 法 が と られ た が､

被 災 地 で も 余 剰 食 糧 の 90% を 確 実 に買 付 け る こ と､ 豊 作 の 地 域 の 増

産 分 の 4 割 を 買 付 け る な ど買 付 畳 の 増 加 と地 域 間 の 過 不 足 調 整 に 関

わ る 点 が 強 調 さ れ､ r農 民 や 高 地 社 へ の 留 保 の 増 大 の み を 考 え る の

は 一 面 的 J で あ る と批 判 さ れ た｡

だ が･ 省 レベ ル の 計 画 が 55年 よ り 1%岬 に 留 ま っ て お り､ ま た 増

産 部 分 の 40% を 限 度 に削 寸け る と い っ て も､ そ れ らが 県 レベ ル に 下

達 さ れ る と全 体 で 計 画 買 付 虫 を 20% 上 回 っ て い た の が 実 際 で あ っ た｡

例 え ば 徳 都 県 で は も との 計 画 が 25,000 Lで あ っ た の に､ 実 際 に は 7,

000 Lつ ま り28%増 額 さ れ､ 明 水 県 で は 23,879 Lで あ っ た の が 10,00

0 Lと42% 増 額 さ れ て い た (註 2)｡

* * *

ア付

表18-1 1956年座食横の‡1付引和と進捗状況

(1956年産､ 思屯江省 )

8日956年の食欄lzl付計画 (1955年との比較)

年次 生産巌 只付崖 fl付率 備考

1955年実統 760万 t 352万 t 46%

l956年 800万 t 353.75万 t 44% 1956年 2月現在n付吊

喜上:表中並居は芋Wlを含まない食棚｡

資料 ; ｢祉論 一緊密結合生産､整社,壁決傾好徴朋柵工作｣,,%砲江日報1957

年 3月10日による｡

b)金柑工.1付の進捗状況

架計時点 員付計画 (参考 ) 備考

(実科ⅣO.) 完成率 55年産金機の前年同月完成率

(91957年 62.3% 92.0% 日省内10県では40%以下

1月10日 (延方､ 密山一 富銅等)2)56年12月より買付が難航

染料 :① ｢祉論 一肌紫時胤 努力完成徴絹機lf聯 ｣,果福江 El報1957年 1月日日

による｡

② ｢祉論-累密結合生産､登紙 型決傾好徴相磯工作 ｣,黒萄江日報1957

年3月10日による｡
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食 櫓 買 付 部 門 は 国 営 内 業 部 門 に よ っ て 行 わ れ る が､ 戯 村 か らの 口

付 け と都 市 部 へ の u≒給 (配 給 ) に 携 わ る 幹 部 の 状 況 は a'の 通 りで あ

っ た｡

ま す 儲 村 の 買 付 1 作 に つ い て は r肩 紐 祉 設 立 後､ 食 粘=ま高 級 祉 内

部 で 管 理 さ れ る た め､ 社 員 の 飯 米 を 留 保 した ij;り を容 易 に 買 付 け る

こ と が 可 能 で あ り､ 1955年 の よ う に面 倒 な 口 付 工 作 (個 別 農 家 を 対

象 に した ｢三 定 到 戸 ｣ 一菅 沼 ) を 行 う 必 要 は な くな っ た ｣ と き わ め

て楽 観 的 で あ っ た (*)｡ ま た 都 市 へ の 供 給 に つ い て は ｢1955年 が

豊 作 だ っ た の で､ 食 樋 の 版 元 工 作 も､ 都 市 部 の 各 単 位 が 要 求 す る だ

け 配 給 して よ く､ 抑 制 す る必 要 は な い ｣ と考 え て い た｡

*: 中 共 中 火腿 村 工 作 部 長 の 節 子 恢 は ｢合 作 化 の 実 現 に辿 れ て

国 家 は 食 機 の 統 一 日 付 ･統 一 販 売 を や りや す くな る .･･･=個 人 経 済

か ら娘 B]綻 渚 に変 わ り､ ll,000余 万 戸 の L:Et民 か ら101万 の 合 作 社 に

変 わ り､ こ う す れ ば 我 々 は よ り良 く口 付 工 作 を 行 う こ と が で

き､ 日 付 ･版 元 ノル マ も よ り実 隙 に 近 く配 分 で き､ 公 平 で 合 理 的

に な る で あ ろ う し､ 手 続 き も 簡 便 に な る ｣ と述 べ て い る ( ｢一 年

来 農 業 合 作 化 過 勤 的 情 況 和 今 後 工 作 1956年 6月 19日, 『農 業 躯

体 化 盛 宴 文 件 粂 絹 (上 冊 ) 』, p556.)｡

しか し､ 1956年 産 夏 季 小 麦 の 買 付 進 捗 状 況 は そ れ ほ ど順 調 で は な

か っ た｡ つ ま り ｢生 産 鹿 は 55年 よ り増 え た が､ 日 付 の 進 度 は 55年 同

期 の 半 分 以 下 ｣ で あ っ た｡

他 方 で 郡 市 へ の 供 給 状 況 は､ 1956年 7- 9月 の 販 売 局 は 55年 の 同

期 と比 べ て 16･4万 L増 大 して お り､ 54年 同 州 比 で は 15.3万 t増 加 し

て お り､ ｢本 来 必 要 で な い部 分 の 販 売 も 増 加 した ｣ と い う｡ 全 体 の

需 給 状 況 と して は ｢食 鳩 増 産 よ り も実 作 の 両 軍 血 の 増 大 が 速 ｣ い と

報 告 さ れ て い る｡

実 隙 に 56年 の 秋 に 収 楼 さ れ た食 柏 の 買 付 け も 予 定 よ り大 幅 に 遅 れ

て い た｡

9轟

そ の 状 況 を 示 した の が 盈⊥&二.⊥上_1で あ るが､ 越 冬 糊 J;川 の 1月 時

点 で は 計 画 の 6割 指 度 しか 完 成 して い な か っ た (註 3)｡

こ う し た 口 付 工 作 の 難 航 の 原 因 と して 以 下 の 2点 を 挙 げ て い る｡

第 1は､ 県 や 郷 に よ っ て は 早 々 に日 付 要 員 を 引 き上 げ させ て しま

っ た こ と で あ る｡

第 2は 各 高 級 祉 で ｢生 産 鼠 を低 め に報 告 して い る ｣ こ とが 指 摘 さ

れ た｡ 例 え ば､ 脱 穀 調 整 作 業 が遅 れ て い る た め､ Ja柊 的 な 生 産 虎 が

報 告 した 生 産 爪 よ り少 な くな る こ とを 恐 れ た ため で あ っ た｡ ま た､

高 級 礼 が ｢災 古 状 況 を過 大 に報 告 して､ 鞘 山 を つ け て で き る だ け 多

くの 食 税 を 留 保 しよ う と して い る ｣ とか､ ｢利m 可 能 な劣 質 米 や 諸

穂 を 生 産 丑 に計 上 しな い ｣ こ とも挙 げ られ て い る｡

さ ら に､ 2月 末 に な っ て も計 画 の 20% が 未 達 成 で あ っ た｡ そ して､

買 付 け を 担 当 す る幹 部 の 中 に は ｢腿 村 に は金 柑 が 触 らもな くな っ た｣

と か､ ｢稚 拙 作 業 州 が 迫 っ て お り､ 生 産 や 満 級 礼 の 制 腔 整 備 (原 語

は ｢整 祉 ｣ ) の 指 碍 工 作 が 忙 し く､ 金柑口 付 け が で き な い し､ い ま

食 鳩 買 付 け を 行 う と社 員 の 生 産 意 欲 に もむ せ す る ｣ と消極 的 な 気 分

が 蔓 延 して い た (証 4)｡ こ れ に は､ さ き に示 した計 画以 上 の 買 付

虫 の 増 大 に対 す る社 員 の 反 発 も大 きな 要 因 と して 存 在 して い た (註

5)｡

他 方 で､ 農 村 で も ｢脱 穀 の 終 っ て い な い高 級 社 が あ り､ 脱 穀 も粗

雑 で､ 脱 穀 機 も掃 除 され て い な い｡ ま た､ 多 くの 高 級 社 で は･ 馬 の

飼 料 や 種 子 の 留 保 良 が 多 く､ 生 産 隊 が 独 自 に 留 保 した食 鳩 も多 い ｣

と か､ ｢多 くの 高 級 社 で は､ 穀 物 を一 山 当 りで 勘 定 した り､ 升 や 鞄

で 大 ざ っ ば に 図 る 方 法 で 分 配 して お り､ 基 準 以 上 に分 配 した場 合 が

多 か っ た ｣ な どの 状 況 が 報 告 され て い る｡

こ の よ う に､ 収 雌 後 の 脱 穀 ･調 整 作 業 の 遅 れ も あ っ たが､ 一 面 で

は 主 と して 高 級 社 が 生 産 虫 や 被 災 状 況 の 虚 報 を行 う な ど工 夫 して 国

家 買 イ寸け の 和 大 に抵 抗 して お り､ 同 時 に福 地 祉 内 部 で は各 社 員､ 生

産 臥 商 級 社 の す べ て の レベ ル で 食 柚 を 留 保 す る こ と 1一 国 家 か ら

み れ ば 余 剰 食 蛸 の 退 蔵 -- が 盛 ん に行 わ れ て い た の で あ る｡ そ して､
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これ が 買 付 計 所 の 完 成 が 遅 延 して い た LrLi大 の 原 田 で あ っ た｡

* * *
そ こ で､ 各 県 政 府 は 郷 組 織 を 動 員 して､ 指 串 を 胤 化 し､ 買 付 任 務

の 早 期 完 成 を 目指 す こ と に な っ た｡

そ の 内 容 を 示 した の が 表 18- 2で あ る が､ 1月 時 点 で は 日 付 計 画

の 達 成 腔 合 に応 じて､ 口 付 工 作 と そ の 他 の 別 業 生 産 な どの 指 帝 上 作

と東 点 を 迎 え て 指 串 す る よ う に し た｡ そ の 特 徴 的 な 点 を示 す な らば､

計 画 を 達 成 し た と こ ろ で も さ らに 社 員 tg:相 の 余 剰 食 税 を 洗 い だ して

計 画 を超 過 達 成 しよ う と した 点 と､ 県 レベ ル に 田 任 者 を 新 た に 掘 え

た り､ 党 組 織 を 動 員 して 行 う な ど､ 強 力 な 徴 発 が 考 え られ た 点 で あ

る｡ な お､ 旧 正 月 (春 節 ) を 一 つ の 区 切 り と した の は､ 田 付 け に携
わ る 幹 部 も含 め て 休 ん で しま う か ら と も 考 え られ る が､ 社 員 世 相 も

年 越 しの 余 部 の 準 備 を 始 め る た め､ そ の 隙 に .出 て き た 食 機 を チ ェ ッ

クす る こ とが 可 他 だ か ら だ と も考 え られ る｡

2月 時 点 で 地 域 区 分 を した 指 導 方 法 は き わ め て 一 般 的 内 容 で は あ

る が､ 全 般 的 な 買 付 方 法 と して は､ 稀 奴 祉 お よ び 社 員 LLr相 に対 す る

宣 伝 も含 め て か な り多 彩 な 方 法 が 考 え られ た｡

高 城 社 の 幹 部 や 社 員 に対 して の 宣 伝 の 内 容 は､ 一 つ に ｢被 災 地 民

の 救 頓 と 国 家 工 業 化 支 援 ｣ の 意 義 を 訴 え る こ とで あ り､ 二 つ 日 は ｢

勤 倹 経 営 を通 じて 生 産 投 資 の 源 泉 を 閲 指 し､ 各 方 面 か ら食 糧 を 節 約

し､ 余 剰 食 樋 を 仇 棲 的 に 売 り渡 せ ば､ ま た 余 剰 食 樋 を 多 く瀬 売 して

買 付 任 務 を 完 城 す れ ば､ 農 民 の 収 入 も 増 加 す る｡ さ ら に そ れ に よ っ

て 農 民 の 横 極 性 も高 ま り､ 高 級 礼 も 固 ま り､ 生 産 投 資 が 拡 大 で き､

描 種 準 備 作 業 も順 調 に進 む ｣ と い う メ リ ッ トを 浸 適 さ せ る こ と で あ

っ た｡

そ の 具 体 的 相 弔 方 法 は､ 食 樋 分 配 も 含 め た 高 級 社 の 経 営 状 況 全 体

を チ ェ ､ソク して 上 記 2点 目の 節 約 - 販 売 増 - 増 収 - 投 汽 増 - 生 産 発

展 の 可 能 性 を 探 り出 す こ とで あ っ た｡

ま す､ 第 1 に r生 産 投 資 の 割 当 が 終 7 した か ど う か? 生 産 投 資 は

避18-2 食槻口付けの経巡対策

(1956年度､兄も噌江省 )

時期(史料打O.J 地域朝型 買付工作推進対策 その他の工作内容

① 1957年 門付完成 11買付結果の監恋 冬季別業生産の実施

1月 2)教育を通 じた祉flの金柑 高級社報制度の整備

節約⇒節約分の追加rl付3)副業と同時進行 を重点とする

計画完成 1)県に 1人只付指埠担当者 冬季別業生産の実施

率 dO0% を定め､ 旧正月前に計画 高級社報制度の整備

の完成､超過達成を実現 を虫点とする

計画完成率 60% f1付工作を中心 とする 馴誰/i産なども同時に行 う

計画完成 全党組織を軌貝 して

輩600/.東浦 ーL]正月前後に火中的に買付ける

(彰1957年 脱穀と食樋 脱穀ー 搬送を媒中的

五 月 分配が終了 t=行って収崖を確定

していない高級祉 する

一般的な 買付工作をその他と 日高放社の制度整備

資料 :裁18-1b)にIaJじ｡
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さ ら に増 加 で き る か ど う か? ｣ を 計印 す る こ と｡ 節 2 に ｢勤 倹 経 営

の 方 針 は rf徹 さ れ て い る か ど う か? 社 内 の lLl矢 や 浪 升 は 大 き くな い

か? 特 に 金 柑 の 浪 対 現 象 は 克 服 さ れ た か ど う か? ｣ を 計 許 す る こ と｡

第 3に ｢社 員 の 収 入 は さ らに 増 加 で き な い か ど う か? ｣ を 計 界 す る

こ と の 3つ を 計 fy.す る｡

そ して この 計Fy-を して か ら､ 3- 5 口Hjjで 脱 穀 の 完 7 し た 食 相､

脱 ･ia場 に 置 か れ て い る食 樋､ 各 生 産 隊 の 食 樋 の Iiaを 明 確 に 把 握 す る｡

ま た､ 種 子､ 馬 の 飼 料､ 娘 団 で 利 用 す る 金 柑､ 予 備 食 欄 な ど に つ い

て 勤 倹 経 営 の 方 針 に 基 づ い て 各 方 面 か ら可 能 性 を 追 及 して､ 版 売 で

き る も の は 販 売 す る も の と さ れ た｡

さ らに 社 員 に 分 配 され た 後 の 各 世 相 の 企 相 に つ い て も､ 社 員 が B;対

地 で 生 産 した 食 鳩 や 相 場 で 拾 っ た 請 穂､ 古 米 な ど に も 口が 向 け られ

た｡

そ して, 社 員 の 抱 い て い る r食 相 を 鵬 番 して 災 番 に 備 え る､ 食 柚

で 養 豚 を 行 う､ 現 金 が 必 要 な と き に売 る た め に食 相 を 鵬 蓄 す る ｣ な

どの 習 伯 に つ い て は､ 教 育 に よ っ て 順 死 を 思 い切 らせ る こ と に な っ

た｡

こ の よ う に か た や 高 級 社 や 社 員 の 食 掘 留 保 の "抵 抗 " が 存 在 し､

そ れ に対 して は ｢勤 倹 経 営 J の 原 則 を 押 し立 て て, 農 村 の あ らゆ る

食 櫨 を政 府 が 掌 握 す る こ とが 提 起 さ れ た の で あ る｡

総 じて､ 高 槻 社 は 国 家 の 食 樋 買 付 け の 側 面 か らみ れ ば､ 農 家 を 行

政 村 単 位 で ま とめ た た め 幹 部 か らは 一 見 効 率 的 に 口 付 け が 行 え る よ

う に 見 え て も､ 実 際 に は 買 付 丑 の 増 板 も あ い ま っ て 高 級 社､ 生 産 隊､

社 員 の 各 レベ ル で "食 掘 隠 し" が 行 わ れ た り､ 内 部 組 織 の 混 乱 に よ

っ て 食 糧 の 収 碓 ･脱 穀 作 業 が 遅 延 した りな ど､ か え っ て 末 端 ま で 目

が 届 か な くな っ た 側 面 も あ っ た の で あ る｡

第 2節 高 級 社 の 現 物 管 理 制 腔 の 変 化 一凶 地 企 視 の 日 付 問 題 -

高 級 社 で は 総 耕 地 面 蛸 の 5% ま で を 自 留 地 と して 社 員 世 相 に 個 別

に排 作 さ せ る こ とが 許 さ れ て い た｡ 自 留 地 は 祉 貝 世 相 の 園 地 と して

?′往,

野 菜､ 個 人 苗 産 業 用 の 飼 料 な ど を 自分 の 意 志 で 作 付 け す る こ と が で

き る 部 分 で あ っ た｡ 1956年 産 食 相 の 口 付 1 作 の 巾 で は､ こ の 日 留 地

で 収 横 さ れ た 企 相 も 117付 け の 対 象 と さ れ た 力1､ 苅 級 礼 を 口 付 け の Lu

位 と した こ と と､ 高 級 祉 内 部 の 食 視 の 現 物 分 配 の メ カ ニ ズ ム が 従 来

と変 化 し た た め､ 新 た に 自留 地 食 樋 の 日 付 間 RZiが 発 生 して い た｡

こ こ で は 具 休 的 耶 例 を 挙 げ る こ とは で き な い が､ 黒 鞄江 省 の 全 体

的 状 況 か ら､ 自 田 地 で 生 産 さ れ た 食 税 の 口 付 け の 問 題 を考 察 す る (

註 6)｡

資 料 と して 扱 う黒 滝 江 日報 の 社 説 で は､ ま す 口 付 方 法 の 変 化 に よ

り 自 留 地 食 欄 の 日 付 間題 が 新 た に発 生 し た 由 来 を 説 明 して い る (E1

18- 1の ｢不 足 分 版 元 ｣ 憶 ITr以 外 を参 畑 )｡

ま す､ 食 柑 門 付 工 作 の 前 提 とな る生 産 Litの 5'a定 ( ｢定 座 ｣ ) の 時

点 で､ 把 捉 さ れ る食 柏 の 範 u]が 質 的 に 変 わ っ た こ とが 指 摘 さ れ て い

る｡

1955年 ま で は 当 時 捉 起 され た ｢三 定 到 戸 ｣ に示 され る よ う に 儲 家

を単 位 に 口 付 け を 行 っ て い た. つ ま り､ JEt家 が 生 産 した食 粗 を す べ

て ｢食 樋 生 産 血 ｣ と して 計 上 し ( ｢定 産 ｣ )､ 各 種 用 途 の 食 樋 と ｢

備 蓄 食 耀 ｣ 以 外 をす べ て 国 家 に売 り渡 して い た｡ そ して､ 買 付 任 務

を 完 成 して 以 降 に 余 っ た 食 糧 は､ 農 家 が 引 続 き国 家 に 売 り渡 せ る こ

と も で き た し､ 廃 村 の 非 農 家 や 食 掘 不 足 股 家 へ の 調 整 に回 す こ とが

で き た｡

初 級 礼 で も 自 留 地 は 存 在 した が､ 食 欄 の 生 産 右目ま良 家 の 所 有 す る

初 級 社 に 出 汚 し た排 他 と 自留 地 を 合 わ せ た排地 面 輔 を対 象 に把 過 さ

れ て い た の で あ る｡

だ が､ 1956年 に な る と食 樋 買 付 け は 高 級 社 を 単 位 に行 う こ と に な

っ た｡ そ の た め ｢多 くの 地 域 で は 社 員 が 自留 地 で 収 棲 した 食 鴇 を "

食 樋 生 産 虫 " に計 上 せ ず､ そ の 上 高 級 社 の 排 他 で 社 員 が 個 人 的 に 拾

っ た 落 穂 も引 上 され て い な い｡ つ ま り､ 高 級 社 の "食 樋 生 産 且 " は

そ の 実 隙 の 生 産 raと は 禾 離 して い る ｣｡

高 級 社 を 買 付 け の 単 位 とす る､ と い う こ と は 図 中 の ま ん 中 に 示 し
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図18-1 高級社 における会規別物管理の実際 (概念図 )
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た よ う に 高 級 祉 管 理 委 員 会 の 指 導 の 下 で 生 薙 され 収 増 さ れ た も の に

限 る と い う こ と で あ り､ 社 員 が 個 人 的 に 取 糾 した 部 分 は 掌 握 さ れ な

くな っ た の で あ る｡

次 に､ 高 槻 社 の 現 物 分 配 制 度 が 白田地 金 糊 の 甥 握 を よ り困 難 に し

て い た｡

例 え ば､ r様 々 な 名 目 で 高 級 社 に留 保 され る金 柑 は､ 社 員 が 個 人

的 に 収 棲 した り拾 っ た り した金 程 の 妃 に l対係 な く､ す べ て 食 鳩 留 煤

基 準 に よ っ て 飯 米 と飼 料 の 一 部 を 留 保 さ せ て い るD そ の た め､ 少 な

か らぬ 社 員 が い く らか の 余 剰 食 視 を持 っ て い る ｣ と指 摘 さ れ て い る｡

つ ま り､ 高 級 礼 の 準 捉 す る食 樋 の 範 Bilが 狭 ま っ た た め､ 高 級 社 が 押

さ え た 範 uflで 飯 米 や 飼 料 な ど規 物 分 配 を 行 う と, 社 員 の 手 元 に は 自

留 地 生 産 分 + 詩 経 拾 い な ど に よ る ITRは 分 +苅 紐 祉 か らの 飯 米 分 配 分

と い う よ り多 くの 食 相 が 留 保 さ れ る仕 組 み が 出 来 上 が っ て い た の で

あ る (図 中 rR下 段 参 照 )｡

こ の こ とは 食 粗 口 付 け の 範 囲 を 狭 め た だ け で な く､ r7付 終 7 後 の

世相 間 の 飯 米 過 不 足 訓 立 を も 変 化 させ て い た｡ 例 え ば､ ｢今 年 度 か

らは 農 村 の 食 欄 不 足 家 庭 の 飯 米 は 高 級 礼 が す べ て 保 言iEす る の で､ 礼

員 個 人 の 余 剰 食 鳩 は 以 前 とは 過 っ て 何 処 に も利 用 さ れ な い ｣結 果 に

な る と言 わ れ た｡ 過 不 足 調 整 に つ いて は 次 郎 で 諭 ず る が ｢高 級 社 が

保 証 す る ｣ と は あ く ま で 原 則 で あ っ た｡ と も か く､ 従 来 過 不 足 調 丑

の た め に 動 員 さ れ て い た 食 指 余 剰 世 符 の 食 揃 を利 用 で き な くな っ た

の で あ る (第 4編 第 11章 で は過 不 足 調 生 を 腿 家 に対 す る "第 二 の

買 付 け " と祢 し た )｡

国 家 と して は こ の 部 分 を ｢国 家 に売 り渡 し､ そ の 現 金 収 入 で 工 業

製 品 を 購 入 し生 酒 を 改 善 す る こ と ｣ を 宣 伝 して い た が､ 実 際 に は 以

下 の よ う な 状 況 が あ っ た｡

ます､ 第 1に ｢多 くの 児 ･郷 の 幹 部 は この 間 題 に注 意 を 払 っ て い

な い ｣状 況 が あ り､ 第 2に ｢社 員 自身 も､ 一 旦 こ の 食 樋 を 売 り唆 す

と､ そ の 食 糊 の 由来 が 不 明 瞭 で あ る た め 追 及 さ れ る こ とを 恐 れ て い

る し､ ま た 食 f_q留 保 基 準 が 高 くて 食 べ き れ な い ほ ど飯 米 が 留 保 で き
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る と告 白 して し ま う と､ 来 年 以 降･ 留 保 基 準 が 引 き-Fげ られ る こ と

を 恐 れ て い る ｣ 状L祝 が あ っ た｡

こ の 様 に､ 高 級 社 で は 実 質 的 に典 BLの 耕 地 の 収 機 物 を y･･揺 す る だ

け で･ 自 留 地 の 食 掘 な ど は 完 全 に 皆 相 外 と さ れ た た め､ 社 員 が 自 田

地 で 食 鴇 を し た 場 合 に は･ そ の 部 分 は 全 く国 家 円 付 け の 対 象 か ら外

さ れ て い た｡ つ ま り､ 血 的 に は と も か く仕 組 み と して は 高 級 礼 の 碓

子､ 資 料 留 保､ 社 員 へ の 飯 米 分 配 は 初 級 社 の 段 階 ま で と過 っ て､ よ

り狭 め られ た 範 朗 で 行 わ れ る こ と に な り､ 国 家 が 口 付 け る 対 象 とす

る範 囲 も そ れ に 伴 っ て 狭 くな っ た の で あ る｡

第 3節 食 粗 の 対 顔 村 版 元 と過 不 足 調 光 rHl腿

前 節 で は 自 留 地 で 生 産 さ れ た 食 相 の 馴 寸間 脳 か ら高 槻 礼 に お け る

食 樋 の 那 勿分 配 の IL一組 み に言 及 し た が･ こ こ で は 特 に 世 馴 臼)の 飯 米

過 不 足 調 削 こつ い て 考 察 す る｡ こ れ も､ 巣 屯 江 日 報 の 社 説 を 材 料 に

考 察 す る こ と に す る (君主7)｡

社 説 で は 高 級 礼 の 設 立 に よ っ て 過 不 足 調 雅 が 順 調 に 進 ん だ耶 例 と､

前 節 で み た よ う に不 調 に終 っ た 耶 例 と が 紹 介 さ れ て い る｡

例 え ば､ 密 山 児 永 安 郷 西 永 平 高 級 礼 で は､ 55年 ま で 毎 年 の よ

う に20戸 前 後 の 食 掘 不 足 農 家 が 存 在 して い た. しか し､ 1957年 は ｢

高 級 社 が 統 一 的 に良 家 の 食 機 の 過 不 足 を 調 生 した た め､ 食 鳩 不 足 戯

家 は な くな っ た｡ そ して 戊 村 在 住 の 非 農 家 (手 工 業 者 な ど -- 菅 沼)

も現 地 の 合 作 社 が 飯 米 を 保 証 す る 方 式 を 採 用 した た め､ 問 凱 ま殆 ど

解 決 した ｣ と言 う｡

こ の よ う に r以 前 は､ 農 家 単 位 に買 付 け て い た た め､ 不 作 や そ の

他 の 理 由 で 収 入 が 不 足 す る農 家 は す べ て 食 掘 不 足 農 家 に な っ た ｣ が､

｢高 級 社 を 単 位 に削 寸け を始 め て か らは･ 社 員 は 合 作 社 が 十 分 な 食

塊 を 統 一 的 に 留 保 す る ｣ た め･ 豊 作 地 域 と災 宵 の 軽 微 な 地 域 で は 農

家 の 食 耀 閲 逆目ま基 本 的 に解 決 した と い う｡

こ れ は 過 不 足 銅 盤 が 高 扱 社 に よ っ て 着 実 に 行 わ れ た 那 例 で あ っ た｡

しか し､ ｢幹 部 の q)に は､ 従 来 以 上 に 不 足 虚 を 報 告 し食 樋 の 配 分

?I/P ,
を 要 求 す る も の が い る ｣状 況 も あ っ た｡

例 え ば､ 慶 安 爪 で は 元 々 "食 槻 供 給 証 " の 管 理 が 混 乱 して お り､

｢か な りの 農 家 は 荊 級 社 か ら飯 米 を 分 配 して い る の に､ そ れ で も "

食 提 供 給 -id:" を 発 行 して い る ｣状 況 が あ っ た (*)｡

*: r食 耀 供 給 証 ｣ とは 飯 米 不 足 世 相 が 国 家 か ら不 足 分 の 販 売

(r定 崩 ｣ ) を受 け る 隙 に 必 賓 と さ れ る証 明 乱

そ の 他､ ｢金柑 版 元 を 必 要 とす る家 庭 で も､ 家 族 人 数 が 減 少 した

に も I対わ らず､ ま だ 岡 見 の 金 権 を 絹 入 して い る ｣､ r腿 村 の 食 柑 供

給 基 準 も 高 く､ 非 LB家 で は 成 人 ･子 供 平 均 で 1人 1力 Fl15.5kg (捕

迎 済 み 金 槌 ) で､ 県 政 府 所 在 地 の 都 11J住 民 の 貼 雅 よ り2.5kg多 い ｣､

｢供 給 対 象 者 に 対 して "まず 自分 の 食 柏 を食 べ､ 不 足 した ら国 家 の

食 粗 を 食 べ る ''こ とが 徹 底 で き て いな い ｣ な どの 食 柁 供 給 制 度 の 管

理 の 混 乱 が 糾 抑 され て い た｡ そ して 同 爪 で 傾 燕 を 行 っ た後 に は､ 食

樋 供 給 且 を 毎 月 1万kg削 減 で き る こ とが 判 明 した と い う｡

ま た､ 五珊 県 申 請は郷 の 中 華 高 級 社 で は､ 食 槻 不 足 が 334Lあ る と

報 告 さ れ て い た が､ 検 査 と宣 伝 教 育 を 行 っ た 後 に は 163tに 半 減 した

と も 報 告 さ れ て い る｡

こ う し た状 況 に対 して 食 鳩 販 売 と過 不 足 調 整 に つ い て 次 の よ う な

提 案 が な さ れ て い た｡

ま す 食 樋 販 売 工 作 につ い て は ｢1957年 も56年 の 災 害 の 影 響 で 当 然

食 糧 が 不 足 す る 高 級 社 や 農 家 ･非 戯 家 が い る が､ そ れ らに は統 一 版

売 工 作 を 行 う ｣ と さ れ た｡

次 に過 不 足 調 整 に つ い て は､ ｢現 地 戯 村 で の 過 不 足 調 整 を行 う J

原 則 が 示 さ れ た｡

高 級 祉 閲 の 調 整 方 法 に つ い て は ｢戯 村 の ネ ッ トワ- ク が 発 達 し個

別 に ロ い 付 け る 機 軌 力 の あ る 農 村 供 崩 合 作 祉 (牌 版 協 同 組 合 -菅 沼)

が 殿 家 の 零 細 な 余 剰 食 規 を追 加 買 付 け す る こ と も血 安 ｣ で あ る と さ

れ た が､ そ れ は ｢国 家 の 食 提 供 給 血 を 減 らす ば か りか､ 食 槻 部 門 の
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流 通 往 々 負 担 を 軽 減 で き る ｣ メ リ ッ トが あ っ た か らで あ っ た｡

現 地 農 村 で の 過 不 足 調 整 に つ い て は､ ｢56年 に 盟 作 で あ っ た り平

年 作 で あ っ た 爪 ･郷 で は 国 家 は 食 絹 を 供 給 せ ず､ 当 該 地 域 の 食 指 不

足 家 庭 に対 して は､ 高 地 祉 内 部 で 調 整 し, 食 鳩 余 剰 腿 家 に対 して 余

剰 部 分 を 国 家 に 売 り波 す か 不 足 戯 家 に 融 通 す る か 勧 め､ "勤 倹 持 家

(勤 勉 と家 計 の 節 約 一菅 沼 ) を 浸 通 さ せ る ｣ こ と と した｡

こ こ に も現 れ て い る の は､ 高 級 社 と社 員 ILLf絹 に よ る 現 物 の 内 部 留

保 の 余 指 を保 持 しつ つ､ `̀不 足 分 " を 国 家 か らの 版 元 に よ っ て 解 決

し､ 余 裕 を さ ら に拡 大 し よ う とす る 傾 向 で あ っ た (前 出 図 18- 1参

潤 )｡ そ れ に対 して､ 国 家 は 県､ 郷 に 食 粗 販 売 を 抑 制 させ､ 高 級 礼

を通 じた ま た は 社 員 世相閲 の 過 不 足調光 を 徹 底 さ せ る 逆 の 指 串 を 行

っ て い た｡

つ ま り､ 実 際 問 題 と して 銀 点 と な っ た の は､口 付 け の 対 象 で あ る

高 級 社 を 国 家 口 付 け を 忌 避 す る立 場 か ら食 欄 の 留 保 と社 員 の 消 封 を

監 視 す る 立 場 に 転 換 させ る こ と に あ っ た の で あ る｡

恐 ら く こ の 点 は 非 将 に 困 難 で あ っ た と思 わ れ る｡ と言 う の も､ 高

級 社 は 第 1に 翌 年 用 の 生 産 丹 留 保 の 観 点 か ら種 子 や 飼 料 を で き る だ

け 多 く残 そ う と した で あ ろ う し､ 第 2に 社 員 世 相 か らの 調 達 を 強 化

す る こ と は 組 織 の 安 定 に 影 響 す る か らで あ る｡ "食 耀 供 給 証 " の 発

行 が ル ー ズ に な っ た の は､ 社 員 の 要 求 の 圧 力 を 要 求 の 却 下 と か 高 放

社 の 留 保 を減 らす 方 法 で もな く､ 販 売 の 要 求 と して 組 織 外 との 関 係

にす り替 え る 方 が 容 易 で あ っ た か らで あ ろ う｡

第 4節 食 欄 日 付 と高 級 祉 内 部 の 食 確 荷 姿噌 大 問 題

こ れ ま で は 高 級 社 を対 象 と した 食 樋 買 付 工 作 と の 関 連 で､ 高 級 社

の 食 糧 現 物 留 保 増 大 の 構 造 を 考 察 した｡ こ こ で は､ 綜 化 県 二 穏 高

級 社､ 六 合 高 級 祉 お よ び 四 合 高 級 社 の 資 料 か ら高 扱 祉 内 部 に お け る

食 粗 現 物 分 配 の 状 況 と各 分 配 項 Elの 相 互 関 係 の 変 化 を 考 察 す る (註

8)｡

ま ず､ 三 つ の 帯 紐 祉 そ れ ぞ れ の 1955年 と56年 の 社 内 の 食 掘 配 分 の

9'/占

動 向 を 考 察 す る が､ 各 社 の 桝 地 面 机 な ど基 本 的 デ ー タ が 不 明 な た め

食 掘 の み にfAJす る 変 化 を追 う に と どめ る (臣= 8- 2お よ び 図 18- 3

参 照 )｡

図 18- 2は 各 高 級 社 の 1955年 の ｢三 定 ｣指 標 ( r三 定 到 戸 ｣ 実 施

時 に 定 め られ た 飯 米､ 飼 料 ･･････な どの 数 1.%で 制 度 的 に は こ の 数 値 が

1957年 ま で 3年 間 の 食 槻 買 付 け の 基 準 とな る )､ 同 年 実 繍 お よ び 19

56年 の 実 績 と そ の 内 部 偶 成 を 示 した も の で あ る｡ これ に よ る と､ 頗

米､ 飼 料､ 掘 子､ 国 家 門 付 の 比 率 は 3: ⊥: 0.5: 5.5で 戯 菜 税 も 含

め て 生 産 晩の 半 分 以 上 が 国 家 に徴 収 ま た は 円 付 け られ て い る (*)｡

ま た､ ｢三 定 ｣ 指 ほ で は 3- 5% の 予 備 金 柑 が 留 保 さ れ る こ と に な

っ て い る が､ 実 隙 に は 皆 無無に等 しか っ た｡

*: ち な み に対 屯 江 省 全 体 の 国 家 門 付 の 生 産 駅 に対 す る比 虚 は､

1955年 が 46,6%､ 1956年 が 33.3%､ ま た 1956LF-の 脇 付 人 口 1人 当

り生 産 血 は 3祉 合 計 が 854kg､ 省 全 体 で は 859kgで あ っ た｡ こ こ か

ら見 る と こ の 3社 は 生 産 鬼 は 省 平 均 レベ ル に あ っ た が 食 絹 日 付 比

率 は か な り高 か っ た も の と見 られ る (省 全 休 の デ ー タ は､ 国 家 統

計 局 総 合 司 編 『全 国 各 省､ 自治 区､ 直 軸 市 歴 史 統 計 資 料 臭 編 (19

49- 1989) 』, 1990年, P277､ P288お よ び P302に よ る )｡

各 々 の 項 Elの 年 次 的 変 化 を 見 や す く指 数 で 示 し た の が 図 18- 3で

あ る が､ 生 産 血 の 動 向 を 基 準 とす る と各 項 目 の 動 き に は 特 徴 が あ る｡

高 級 社 に よ っ て 多 少 の 差 が あ る が､ 概 して 飯 米 と種 子 は 下 方 硬 直 的

で あ り､ 日 付 且 は 生 産 iaとほ ぼ 同 じ軌 き を して い る｡ た だ､ 六 合 高

級 社 で は 55年 に は 飯 米 が ｢三 定 ｣ 指 標 を 下 回 っ て い る｡ ま た飼 料 は

1955年 に は 著 し く増 大 し､ 減 産 した56年 に は 大 帽 に落 ち 込 む と い う

動 き を して い る｡ 総 じて､ 食 糧 生 産 の 豊 凶 に よ る 変 軌 は･ 買 付 鼠 の

増 減 と高 級 祉 内 部 で は 予 備 食 樋 と飼 料 の 大 畑 な 調 整 に よ りは 衝 さ れ

て お り､ 飯 米 の 増 減 は 小 帽 に 留 め られ て い る｡

た だ､ 役 畜 頭 数 に は 大 きな 減 少 は 一 般 に あ り得 な い わ け で あ る か
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屈は-2･ 四合,六合.=絶高級社の食†朋 己Aj)
単位 :圭生物重量kg,構成比%

匂ー3

E).3 g_8 J1.5JJ劣 茨

′'蒙Z, ≡ .%

+53 57.6 7.5 杉.J1_

■･脚 i,.4127 匂.3‥ 盤 ‥■ 7 一一 Ad 5.7 +.〟 7.8

:鮎 ケ8.2才クク 4 . 7ー2メ 9.2 7.J] 12.2.8クククク ･由.7 279 31.A 28.2. 28.8 31.

28_6/シン: 1.8ク欠杉 37.1∫ a/ テ亥 {# J r/ # 三賞

三走 1655 1壷 6 三- 19. 1立6 三定 1品5 1k6

田 飯米 田 銅相 図 種子 EZZl税/買付 ES3予備食糧

註 :I;'･7,L級朴 0)食糊別物分利の恭 LI7日のf弟】係 は､ ｢ノZlljtH .iJ=祉il｢飯 米 ｣+｢糾料｣

+｢碓+｣+｢余剰 食 榊 ｣ (≡r(JIBi光 )税 ･Hl懐 fllt[｣+｢了欄 Jll糊 ｣ ) であ

る｡ 以下の各榊の概念 は いず れ もこの式 にJLtづ くもの｡

流 料 :申｣ヒjlも叱江省蒙il会lu政で71易珊鮎 rよLも佃江1-才J-il村 維テ斤変化DWili-川虫1, ,E.tHか[
人民出版社, 1958咋, pp6ト 81.よ1)作成｡

切tS-う 四合,六合,二組高級社の食性配分変化
指数 :三定桔梗 -1印】
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ら､ 飼 料 穀 物 の 調 生 も単 純 に 行 わ れ る わ け で は な い｡ つ ま り､ 凶⊥良

二止 に 見 る よ う に飼 料 が 大 幅 に ｢三 定 ｣ 指 4,9を 超 過 し た 1955年 に は

飼 料 留 保 分 だ け で は 不 足 し､ 予 偏 食 税 や 種子 の nlJ減 に よ っ て 調 達 し

て い る｡ ま た 56年 に は 飼 料 留 保 分 自休 も 削 減 さ れ た が､ わ ず か な が

ら予 備 食 機 と磁 子 か らも 調 達 して い る｡

こ の よ う に r三 定 ｣指 ほ は 飯 米 と国 家 日 付 に つ い て の み ほ ぼ 遵 守

さ れ て い る が､ そ れ 以 外 の 飼 料､ 椎 子 お よ び 予 鵬 食 柚 は 相 互 に 敵 合

して 飯 米 とf7付 の 圧 力 を 吸 収 して い る の で あ る｡

同 資 料 は 次 に 1957年 の 食 欄 生 産 及 び 高 級 祉 内 部 の 食 粗 詣 賓 予 測 杏

行 っ て い る｡

内 容 は 表 18- 3 に示 し た通 りで あ る が 飯 米､ 飼 料､ 柚 子 な ど に 嘘

っ て 言 及 して い る｡

ま ず 飯 米 に つ い て は 増 加 の 原 因 の 頼 大 の も の は 人 口 の 自 然 増 に よ

る も の で､ 続 い て 雑 穀 の 飯 米 分 配 の 増 大､ そ して 子 供 の 成 長 に 伴 う

消 坪 増 加 分 の 順 で 見 込 ま れ て お り､ 全 体 で 55年 実 緋 に 比 べ て 8.7%の

増 加 に な っ て い る｡ 雑 穀 の 分 配 は 人 口 1人 当 り10kg､ 子 供 に は 2kg

を追 加 分 配 す る と い う｡ 1956年 の 人 口 数 は 2,682人 で あ っ た と い う か

ら 1人 当 りの 分 配 良 は 280.6kgに な り､ これ は ｢三 定 到 戸 ｣ 実 施 時 の

省 政 府 の 規 定 1人 年 280kgに 一 致 して い る｡ 57年 に は 上 記 の 追 加 が あ

っ た の で あ る｡ た だ し､ 雑 穀 の 分 配 増 は 小 麦 の 分 配 削 減 と セ ッ トに

な っ て い る た め､ 飯 米 の 質 の 低 下 を 屋 で 補 う措 置 で あ っ た.

次 に飼 料 に つ い て で あ る が､ ま す 馬 の 飼 料 増 加 と牛 の 飼 料 減 少 が

挙 げ られ て い る｡ こ れ は 高 級 社 で は 牛 を 農 耕､ 運 搬 に 使 役 す る こ と

を止 め､ そ の 代 わ り に馬 の 使 役 期 指｣を 従 来 の 年 F‡iJ3ケ 月 か ら10ケ 月

に延 長 した た め で あ っ た｡ ま た 1956年 に 高 級 社 が 設 立 さ れ て 以 降､

馬 の 飼 料 不 足 問 題 が 発 生 して お り そ れ を 補 う た め の 飼 料 増 大 分 も あ

っ た. こ の 馬 の 飼 料 不 足 問 題 は 高 城 社 に な っ て 食 視 の 分 配 項 目 の 管

理 が 戯 格 に な り､ ｢個 人 経 営 の 場 合 に は､ 燭 飼 料 不 足 は 備 蓄 分 さ ら

に種 子, 飯 米 分 よ り捻 LHす る ｣ つ ま り農 業 ･畜 産 ･消 炎 相 互 間 の 融

通 が 可 能 で あ っ た が､ そ れ が 不 可 能 に な っ た こ と か ら発 生 して い た
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と い うC 前 出 既 18-4で 馬 の 飼 料 調 達 rP､ 56年 に純 子 や 予 備 食 槻 か

らの 馳 通 分 が 削 減 さ れ た の は 坪 に 災 'LTの た め ば か りで は な か っ た の

で あ る｡ な お ,I.Fgの 飼 料 増 加 分 に つ い て 具 体 的 な 数 値 は 不 明 で あ る｡

養 豚 に つ い て は 中 央 政 肘 の 養 豚 業 の 振 興 に 幽 す る文 献 と 省 政 府 の

肥 育 豚 割 当 日 付 け の 政 熊 を受 け て 飼 料 の ili点 的 供 給 が 計 画 され た と

い う｡ 当 時 の は 肥 育 婚 数 は 3祉 合 計 で 1,238要員で､ う ち 母 勝 は 258頭

お り､ 1957年 に は IJC育 殉 教 を 購 入 で 120綿､ 繁 殖 で 1,290頑 (母 豚 1

頭 当 り子 豚 5g戻Lti産 )増 や す こ とが 計 画 さ れ て い た｡

そ の 内 容 は 多 い脈 に 1婚 当 り飼 料 を 100kgに州 や す こ と､ 子 豚 の 飼

料 1頭 10kgを 確 保 す る こ と､ 母 膿 の 飼 料 も100kgに欄 や す こ と､ そ し

て 踊 人 に よ る 頭 数 岬 加､ な どの 名 口で 飼 料 節 A-の 川 大 が 予 測 さ れ た｡

加 え て､ 飼 料 調 達 の た め に約 10haの 排 他 を飼 料 生 産 用 地 と して 割 り

当 て る こ と に さ れ た｡

種 子 に つ い て は 小 変､ コ ウ リャ ン､ 架､ 大 豆 に つ い て 平 鎚 蒔 き を

実 施 す る こ と で lliイ立両紙 当 りの 捕棚方tが 州 え た こ と と､ 水 禽 に 迫 っ

た56年 の 雌 子 は 発 芽 率 が 低 い の で 多 め に 留 保 す る こ とが 必 要 と な り,

種 子 の 増 大 も 見 込 ま れ た｡

そ の 他､ 大 豆 を社 員 消 焚 用 の 豆 腐 作 り に 回 す た め そ の 分 も追 加 さ

れ た｡

総 じて､ 主 と して 馬 と豚 の 飼 料 そ して 飯 米 の LM uに よ っ て 合 わ せ

て 200 t弱 の 需 要 増 が 計 算 され た が､ 肝 心 の 57年 の 生 産 丘 は 前 年 の 食

櫨 生 産 の 閲 超 点 -- つ ま り社 員 の 出 役 意 欲 の 低 下､ 役 畜 利 用 管 理 の

混 乱､ 改 良 技 術 の 実 施 が 不 徹 底 で あ る こ と 一一 か ら･ 130 t弱 の 増 産

しか 見 込 め な い と さ れ た｡

以 上 の こ と に は､ 養 豚 の 拡 大 に よ る飼 料 調 達 問 題 を 除 い て も･ 食

粗 の 現 物 分 配 に 関 わ る 多 様 な 問 題 が 反 映 され て い る｡

ま ず､ 社 員 の 食 掘 直 は 消 紫 の 増 大 の 問 題 で あ る｡ 1957年 に は 小 麦

を 減 ら して 社 員 の 飯 米 消 坪 の 質 を 低 め る こ とが 考 慮 さ れ て い た が･

そ れ さ え 田 を 下 げ れ ば 血 で 補 う こ とを 帯 紐 祉 管 理 委 員 会 は 考 慮 せ ね

は な らな か っ た の で あ る｡ さ らに 実 際 に は､ 高 級 社 の ｢社 員 世 相 の
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食 鴇 消 照 の 指 噂 や 統 制 が 徹 底 出 来 な い ｣ こ と､ ｢高 級 社 で は 食 樋 を

統 一 分 配 す る の で､ 以 前 は 小 麦 を 食 べ られ な か っ た 農 民 に も分 配 す

る の で､ 特 に 小 変 な どの 消 群 が 増 大 す る ｣ こ と も管 理 委 員 会 の 悩 み

の 権 で あ っ た｡

図 18- 3で は 生 産 鼠の 変 動 に比 して 飯 米 分 配 血 が 下 方 硬 直 的 で あ

る こ と を 指 摘 し た が､ そ の 原 因 と して は 第 ⊥に人 口 増 な どが あ り､

第 2 に高 級 社 が 全 社 員 に飯 米 を 分 配 す る た め､ 品 目構 成 を 含 め て 対

等 に 処 遇 せ ね ば な らな い こ と､ さ らに 分 配 した後 は そ れ 以 上 高 級 社

が 社 員 の 食 生 酒 に介 入 で き な い こ とが あ っ た｡

次 に飼 料 の 増 大 問 題 で あ る｡ こ の 点 は 高 級 社 の 戯 作 業 に お け る 役

畜 利 用 が 強 壮 な ,% の み を 東 宝 し､ 使 役 可 能 な 牛 が 渦 汰 され て し ま う､

そ れ に よ っ て 役 畜 の 飼 料 消 史 も増 大 して しま う点 に注 意 せ ね ば な ら

な い｡

ま た､ 純 子 も 改 良 は 術 の 番 人､ 特 に捕棚 方 法 の 改 良 に よ っ て 増 大

す る 傾 向 に あ る｡

1957年 の 雨 空 増 加 予 測 と増 産 予 測 の ギ ャ ッ プ を どの よ う に埋 め た

の か 明 か で は な い が､ 需 要 増 を使 先 す れ ば 国 家 買 付 虫 は 必 然 的 に 削

減 せ ざ る を 得 な くな る｡ つ ま り､ ｢三 定 ｣指 標 中 の 3祉 合 計 の 国 家

買 付 丑 (段 業 税 を 含 む ) は 1,401 tで あ っ た が､ 衷 18- 3_の 予 想 生 産

鼠 か ら術 蛮風 を 引 く と 1,368 tと ｢三 定 J 指 f,fの 口 付 計 画 を 達 成 で き

な くな っ て し ま う｡ こ れ は 予 備 食 抱 を 全 く留 保 しな い こ と を前 提 と

した 計 辞 値 で あ るC 逆 に 国 家 買 付 塵 を 削 減 しな い とす れ ば 恐 ら く養

豚 の 拡 大 計 画 を 一 部 断 念 せ ざ る を 得 な くな る｡ つ ま り､ 高 級 社 に お

け る 畜 産 業 の 発 展 は､ つ ま り食 樋 生 産 に特 化 す る だ け で な く経 営 内

容 の 校 合 化 を 図 ろ う とす れ ば そ れ は 皮 肉 に も食 掘 削 寸政 帝 を根 底 に

お い て 危 う く しか ね な い の で あ る｡

* * *
眉 後 に 家 族 経 営 と の 閲 迎 で 高 班 社 の 食 樋 現 物 分 配 の ru]超 を検 討 し

よ う｡

先 の 社 員 の 飯 米 梢 大 間 越=こ触 れ た 隙 に これ に関 わ る 点 が 指 摘 さ れ

‖■--E
-
,･1ー

I
･L
h

篭

.11
-

1

･r
_I.

･.;
■■
-_

いいh川.i_I_
.I



9F3

衣)8-3 祐級社における食棚常子盟

(1956-57年､綜化県 二髄高級Itt六合高級社､凶合高級祉 )

項目 55年笑納 57年予測 増加境(率) 紙筒弊増hlJ居中比並 内訳

生産泉 2.594,895 2.724.640 129.7455.0%

飯米 752,671 819.505 66ー8348.7% 33.4% (9人u増加38ー920kg(診小児成長5.5)8kg.(診雑穀分配噌22,396kg○

飼料 292.671 389.58l 96.91033.1% 48.5% ①馬他殺l州印延長(診牛使役廃止-8.235kg@豚現数の増加6,000kg④ 1要員当飼料増加61,900kg｡(9位豚飼料増加7.600kg○⑥子豚用飼料12.900kg

種子 111.324 133,271 21.94719.7% ll.0%

豆腐製造 0 14.300 14,300 7.2% 豆腐製造ー朋 台

資料 :中共瓜稚江省委貝会肘政田易部舶 r舶砲江省農村経析変化兆型U.J査J,舶穂柾

人民出版社,1958年,pp64-84,

一卜
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た｡ つ ま り､ 高 級 社 と家 族 経 常 の 食 粗 分 配 を 巡 る 差 異 は､ 第 1 に 高

級 礼 で は 内 部 的 に は 飯 米､ 飼 料､ 機 子 を 分 別 して 管 理 せ ね ば な らな

い か ら､ 家 族 経 営 の よ う に飯 米 不 足 を 種 子 や 飼 料 の 流 用 に よ っ て 捕

明 し､ 結 果 的 に 翌 年 の 食 棚 生 産 が 不 能 に な る よ う な､ 調 整 方 法 が 最

初 か ら制 限 さ れ て い る 点 で あ る. 節 2に 高 級 社 で は 礼 R で あ る か ら

に は 品 目 偶 成 を 含 め て 均 等 に 飯 米 を 分 配 しな け れ ば な らな い｡ しか

し､ 家 族 経 営 あ る い は 1955年 の ｢三 定 到 戸 ｣政 締 ま で は 豊 か な 世 柿

は よ り多 く ま た 小 麦 を 消 於 す る こ とが 出 来 る が､ 鎗 しい 世 相 は fTの

低 い も の を 少 な く食 べ る こ と を 余 偶 な く さ れ て い た｡ 腿 村 の 全 世 相

の 生 酒 の 安 定 と い う 観 点 か らみ れ ば 高 級 社 は 格 段 の 進 歩 で あ る 力!､

食 樋 田 付 足 の 確 保 と い う 点 か らみ れ ば 家 族 経 営 の 方 が 3‡しい Ltf柿 は

必 然 的 に 消 辞 が 抑 制 さ れ るわ け で あ る か ら､ 祐 班 社 の 食 柑 分 配 制 度

は 国 家 の 食 鳩 口 付 け に と っ て マ イ ナ ス の 変 化 で あ っ た を言 え よ う.

第 5節 本 草 の ま とめ -1 高 級 礼 に お け る 食 槻 退 蔵 と解 賀増 大 の

捕 追 一一

本 章 で は 第 3節 ま で は 実 態 か らみ た 高 級 礼 を r三 定 J と買 付 け の

単 位 と した こ と に よ る食 樋 買 付 工 作 の 難 度 の 増 大 とそ の構 造 を､ 第

4節 で は 食 柁 買 付 と高 級 祉 内 部 の 食 樋 雨 空 増 大 の 射 例 を考 察 して き

た｡

こ こ で は､ 次 の 2点 か ら本 章 の 考 察 を ま と め る｡ つ ま り､ 第 1は

国 家 日 付 計 画 を 達 成 す る 上 で 高 級 社 を単 位 に 円 付 け る こ と にな っ た

こ と の メ リ ッ トとデ メ リ ッ トで あ る○ 第 2は 高 級 社 に お け る食 粗 退

蔵 の 根 本 的 原 臥 つ ま り食 掘 買 付 け の 難 腔 が 捕 迫 的 な 問 ほ で あ る こ

との 検 討 で あ る｡

A)商 班 社 に よ る食 柚 の 退 蔵

1955年 ま で は 初 級 社 で あ ろ う と ｢三 定 到 戸 ｣政 熊 に 典 型 的 に 示 さ

れ る よ う に､ 農 家 が 削 寸け の 対 象 とな っ て い た｡ 高 級 社 で そ れ を 単

位 に fH寸け が 行 わ れ る よ う に な っ た こ と と比 較 す れ ば､ 戯 豪 か らの
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買 付 け は 個 々 の 戯 家 しか も買 付 け の 対 象 とな る ｢余 剰 食 柁 ｣ の 多 寡

に お い て 格 差 の あ る 戯 家 の 食 粗 を 動 員 す る こ と､ さ ら に 約 11帝 で "

窮 二 の 買 付 け " と呼 ん だ 戯 家 fiSlの 過 不 足 調 整 を 推 進 す る 上 で､ き わ

め て 煩 雑 な 過 控 を経 る必 要 が あ っ た. そ の 意 味 で､ 県､ 郷 レベ ル の

食 鳩 買 付 工 作 は 行 政 村 毎 に 設 立 さ れ て い る 首 班 社 を対 象 と す る こ と

は､ こ う した 問 題 を 回 避 で き る 可 能 性 を 秘 め て い た｡

しか し､ 上 か らみ た 場 合 に 農 村 の 会 場 の 賦 存 状 況 は か え っ て 不 通

明 に な る 実 態 が 存 在 して い た｡ そ れ は､ 窮 1 に 肩 紐 祉 管 理 委 員 会､

各 生 産 隊 レベ ル で 各 和 の ノル マ 請 負 制 の 実 施 と生 産 隙 間 の 収 益 分 配

を巡 る利 番 対 立 が 存 在 した た め か､ 各 段 階 で 飼 料 や 様 子 の 退 蔵 が 発

生 して い た｡ 弟 2に 高 級 礼 が 共 有 化 さ れ た 桝 他 の 収 機 物 を 掌 握 して

い た の に 対 して､ 社 員 世 相 の 自留地 や 祉 日 が 勝 手 に行 う 花 穂 拾 い で

取 得 した 食 糊 は 野 放 しに さ れ､ ｢三 定 ｣ 指 標 で 網 を か け られ な い 部

分 が 発 生 して い た｡

従 っ て､ 国 家 買 付 計 画 を 遅 滞 な く完 成 す る に は､ 高 級 祉 管 理 委 員

会 を 政 罪 に泊 っ て qrJu貝 す る こ とが ポ イ ン トと な っ た の で あ る｡ しか

し､ 世 相 間 の 食 欄 の 過 不 足 調 整 の 資 料 で 見 た よ う に､ 肩 紐 祉 管 理 委

員 会 は む しろ 社 員 か ら申 請 が あ れ ば そ の ま ま 国 家 か らの 不 足 分 の 補

充 を 許 可 す る の が 実 態 で あ っ た｡ そ の 意 味 で､ よ り直 は 的 で 強 力 な

行 政 村 (高 級 祉 )の 食 鳩 管 理 の 内 部 に ま で 介 入 す る よ う な 圧 力 を か

け な い以 上､ 食 鳩 の 買 付 進 度 の 加 速 化 は 非 常 に 困 難 な 状 況 が あ っ た

の で あ る｡

B )食 槻 帝 要 の 増 大 間 越

食 規 の 退 蔵 の 背 恩 に は 高 扱 祉 内 部 の 食 樋 消 汗 の 増 大 閲 煩 が 横 た わ

っ て い た｡ そ れ は 人 口 の 自然 増 の よ う な 合 作 化 の 各 段 階 で 共 通 す る

原 因 に と と ま らな い 高 級 社 の 設 立 後 に な っ て は じめ て 生 じ た も の も

あ っ た｡

第 1は 改 良 技 術 の 採 用 に よ る種 子 需 賓 の 増 大､ よ り強 壮 な 役 畜 で

あ る 馬 の 飼 育 を 強 調 す る こ と に よ る飼 料 形 質 の 増 大､ さ ら に 養 豚 業

9㌢( ′.

の 拡 大 な ど福 娘 礼 の 経 営 内 容 の 複 合 化 に よ る 飼 料 増 大 な ど､ 高 級 社

の 生 産 管 理 休 制 の rHj腿 点 や 上 か らの 政 坪 指 帝 に起 因 す る も の で あ っ

た｡ 第 4節 で 考 黙 し た 耶 例 で は こ う し た 部 分 の 増 大 が 酒 在 的 に 国 衣

買 付 計 画 の 完 成 を 圧 迫 して い た｡

第 2は 食 機 の 現 物 管 理 方 法 の 変 化 に よ る も の で あ っ た｡ つ ま り､

家 族 経 営 で は 梢 峻 別 の 飯 米 確 保 を 第 - に､ 次 に碓 子 や 飼 料 と同 時 に

消 坪 増 大 や 臨 時 的 規 金 支 出 の た め の IR物 貯 帯 が 考 慮 さ れ る｡ こ の 皮

は 第 4編 第 11帝 で 確 認 さ れ た と こ ろ で あ る｡ つ ま り家 族 経 営 で は

飯 米 が 不 足 す る 場 合 に は 棚 子､ 飼 料 分 を も飯 米 に 流 用 され る の で あ

る｡ そ して 他 方 で 食 樋 に 余 裕 の あ る富 裕 良 家 が 存 在 す る も の の､対

極 に は 飼 料､ 種 子 に 加 え て 飯 米 さ え 碓 保 で き な い 発 幽戯 家 も存 在 す

る こ とで､ 戯 村 の 食 槻 消 兜 は 調 整 さ れ て い た の で あ る｡ しか し､ 帯

紐 社 で は 飼 料､ 種 子 は 収 益 分 配 の 際 に 生 産 群 用 と して 酎 保 さ れ る し､

先 に 整 捜 した よ う に 肩 紐 社 と生 産 ほ で 雌 子 や 飼 料 が 二 重 に 留 保 さ れ

る場 合 さ え あ っ た の で あ る｡ そ こ で は､ 現 物 の 管 理 ･留 保 主 休 が 異

な る た め､ そ の 部 分 を飯 米 に流 用 す る こ とは 不 可 能 に な る｡ さ ら に､

社 員 は そ の 経 済 状 況 に関 わ りな く飯 米 を 均 等 に 受 け取 っ た の で､ 貧

困 社 員 世 相 の 消 汗 が 増 大 し､ そ れ が 高 級 社 全 体 の 飯 米 良 を増 大 させ

る 可 能 性 も出 て 来 る の で あ る｡ こ う した 点 も 高 級 祉 内 部 の 食 規 帝 要

増 大 と国 家 口 付 部 分 との 対 抗 の 一 因 を成 して い た｡

* * *
総 じて､ 高 級 祉 設 立 後 の 食 鳩 買 付 け は そ れ を 困 難 に す る 要 因 を新

た に 創 山 して い た の で あ り､ そ の 根 底 に は 現 物 管 理 の 各 用 途 別 の 管

理 や 全 社 員 へ の 飯 米 の 均 等 分 配 と い う従 来 の 家 族 経 営 とそ れ らが 捕

成 す る 段 村 の 食 槻 配 分 調 整 の メ カ ニ ズ ム を 破 壊 した実 態 が 存 在 して

い た の で あ る｡

範 18牽 脚 注

註 1: 以 下 は r祉 論 -正 確 地 日経 執 行 政 錯 完 成 今 年 徴 捕 縄 任 務 ｣･

黒 馴 工日報 1956年 10月 26Elお よ び ｢中 共 熊 噌江 省 委 員 会､ 黒 屯 江 省
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人 民 委 員 会 関 於 1956年 税 食 徴 畑 工 作 的 指 示 ｣, 黒 滝 江 El報 1956年

10月 26日 に よ る｡

註 2: 『耕 屯 江 戯 業 合 作 史 』, p294.に よ る｡

註 3: 以 上 は ｢祉 論 一郎 緊 時 機, 努 力 完 成 徴 順 梶 任 務 ｣, 黒 滝 江

日報 1957年 1月 18日 に よ る｡

註 4:註 2に 同 じ｡

註 5: 以 下 は ｢祉 請 一 緊 密 結 合 生 産､ 整 社, 聖 決 倣 好 徽 踊 場 工 作｣

,黒 滝 江 日報 1957年 3月 10日 に よ る｡

註 6: 以 下 は､ ｢祉 論 一歓 迎 戯 民 山 皆 零 星 余 槻 ｣, 鮎 確 江 日 報 ltJ

57年 2月 6日 に よ る｡

註 7: 以 下 は ｢祉 論 一,I.3.g.様 認 識 和 解 淡 今 年 JL3村 欠 和 fujRBJ, 船 穂

江 日報 1957年 5月13日 に よ る｡

証 8: 以 下 は､ 中 共 黒 滝 江 省 委 員 会 財 政 貿 易 部 編 『難 聴 江 省 腿 村

経 済 変 化 典 型 調 査 』. 黒 聴 江 人 民 Lu版 礼, 1958年, pp64-84.に よ る｡

92げ .
第 19寿 社 員 世 相 の 経 済 状 況 と階 層 性 の 意 味

本 編 で は 高 級 礼 の 経 営 管 理 制度 とそ の 下 で の 生 産 手 段 利 用､ 農 業

技 術 改 良 を 考 恭 し､ さ ら に そ こで の 収 益 分 配､ 食 樋 分 配 の 実 態 を 明

らか に して き た｡ そ こ で は､ 社 員 世 相 の 状 況 は 苗 触 社 の 諸 々 の 問 題

点 に l娼迎 す る 限 りに お い て､ 断 片 的 に 析 出 して き た｡

そ こ で 浮 き 彫 り に さ れ て き た帯 紐 礼 と家 族 経 営 との 対 抗 は 一一 高

級 祉 段 階 で は も は や 理 念 的 に家 族 経 営 を 対 置 せ ざ る を 得 な か っ た が

一一､ 互 助 組､ 初 級 祉 段 階 で 確 認 して き た よ うな 家 族 労 働 力 編 成 の

問 題 だ け で な か っ た｡ む しろ､ 家 族 経 営 の 経 済 的 再 生 産 メ カ ニ ズ ム

に 関 わ る 特 徴 で あ っ た｡ つ ま り､ 高 級 社 で は 生 産 狩 川 ･利 潤 蓄 横 と

生 計 照 の 対 抗 が､ ま た食 規 現 物 分 虎 で は 飯 米 と飼 料､ 和 子 の 対 抗 が

生 じ た が､ 家 族 経 営 は そ れ を 内部 的 に 処 理 す る メ カ ニ ズ ム を有 して

い た こ と が 逆 説 的 に 明 らか に さ れ た｡

そ こ で､ 本 _辞 で は､ 社 員 I_tl相 の 経 研 状 況 を 家 族 労 働 力 の 就 業､ 消

坪､ 所 得 の 各 方 面 か ら考 窮 し､ 社 員1上目;日和の 附 屑 性 の 意 味 の 変 化 を

分 析 す る こ と を 課 題 にす る｡

各 節 の 偶 成 は ます 社 員 世 相 の 状 況 を 評 価 す る場 合 に 必 要 な 資 料 の

性 格 と 当 時 の 政 治 的 背 景 につ い て 確 認 し､ つ Ijい て 社 員 世 相 の 全 般

的 な 経 済 軌 向､ つ づ い て 個 別 状 況 を､ 巌 後 に 社 員 世 相 間 の 経 済 的 格

差 =階 層 性 の 意 味 が 家 族 経 営 の 時 と どの 様 に 変 化 した か を 考 察 す る

(辛 )｡

*: な お､ 小 論 で は 農 家 を ｢包'裕 中 段 ｣ ｢rfl段 ｣ r貧 農 ｣ な ど

の 概 念 を 使 っ て 区 分 して き た が､ こ れ は 上 地 改 革 後 の ｢農 村 階 班

区 分 ｣ 概 念 を 元 と し､ 主 に生 活 水 準 を 基 準 に した も の で あ っ た｡

だ が､ 高 級 社 に お い て は 制 度 的 に家 族 経 営 は 消 滅 した こ と に な

っ て い る の で あ る か ら､ そ の 意 味 も改 め て 説 明 され る必 要 が あ る｡

従 っ て､ 本 節 で 検 討 す る世 召日とl】の 階 層 差 とは､ 社 員 世 帯 を ｢富

裕 中 腹 ｣ な ど の 用 語 を も っ て 分 類 す る 意 味 を検 討 す る こ と と同 じ

意 味 を 有 す る こ と に な る｡

韓

叫
請

訓廿

川什
仙
川
抑
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発 1節 祉 貝 世 仰 の 概 況 と 資 料 の 惟 椙 - ｢社 会 主 我 教 育 迎 動 ｣ 一

本 節 で は 高 級 祉 設 立 以 後 の 黒 滝 江 省 の 社 員 世 相 の 全 般 的 状 況 を 考

察 す る こ と を 謙 腿 と す る が､ 1957年 に は こ の 点 を 含 め て 合 作 化 全 体

及 び 高 級 礼 に rXJす る 大 規 模 な 論 争 が 巻 き起 こ っ て い た｡ 従 っ て､ 本

節 で は 資 料 の 利 用 方 法 もl娼わ っ て､ こ の 時 州 に全 国 的 に展 開 さ れ た

｢社 会 主 務 教 育 遊 動 ｣ を 概 観 す る こ と か ら始 め ざ る を 得 な い｡

ま す 全 国 的 な 状 況 を整 理 す る と 1956年 上 半 期 に 全 国 で 90-95% の

農 家 が 高 地 社 に 純 絹 さ れ た と い う (註 1 )｡

しか し､ 家 族 経 営 の 状 態 で 生 活 の 豊 か で あ っ た ｢富 裕 中 農 ｣ や 労

働 力 が 少 な く貧 しい r貧 戯 J な ど を 中 心 と して 脱 退 ( ｢退 社 ｣ )現

象 が 各 地 で 相 継 い だ｡ 無 稽 江 省 で も 1957年 初 夢fiに 大 兄 の 社 員 が 自 分

の 役 畜 を 引 き 巡 れ て 脱 退 した り､ 脱 退 を 準 備 す る 状 況 が 出 現 し､ 特

に町 周 辺 や 被 災 地 の 高 級 社 で は 脱 退 社 員 の 比 iBが 高 か っ た と い う し､

全 国 各 地 で 全 戊 家 の 数 % に あ た る 十 万 人 中 位 の r退 社 ｣ が 発 生 して

い た (註 2)｡ この 他 に も､ 本 絹 で こ れ ま で 考 群 して き た 高 級･社 の

経 営 管 理 制 瓜 収 益 分 配 な ど を 巡 る Fu屈 が 未 解 決 の ま ま存 在 し､ ま

た 高 級 祉 幹 部 と社 員 の rUjの 摩 擦 も増 大 して い た｡

こ う した 中 で 中 国 共 産 党 中 央 委 員 会 は 1957年 8月 に 農 村 に対 す る

｢社 会 主 義 教 育 運 動 ｣ の 指 示 を 発 した○ こ の r迎 軌 ｣ の 意 図 と方 式

に つ い て は 1IRの よ う に述 べ られ て い る (註 3)｡

教 育 の 中 心 テ ー マ は､ 第 1に 合 作 社 の 傑 越 性 の 閲 弧 第 2に 食

確 や そ の 他 の 鹿 産 物 の 統 一 買 付 ･統 一 版 元 の 問 鼠 第 3に 都 市 労 働

者 と農 民 の r対係 の 閲 鼠 弟 4 に 反 軌 の 粛 正 と遵 法 の 関 越 な ど で あ る｡

教 育 の 方 式 に つ い て は ･-､

作 業 の 合 間 や 休 息 時 間 を 利 用 して､ 全 て の 戯 村 住 民 の 中 で こ れ

らの 中 心 テ ー マ に r対す る大 論 争 を巻 き起 こ し､ 問 題 を 振 起 し､ 意

見 を 述 べ､ Tlf実 を 列 挙 し､ 娼 理 を 説 い て､ 解 IJM Ti後 お よ び 合 作 化

門D
前 後 の 段 民 の 生 活 状 況 の 変 化 に つ い て 回 願 と比 較 を 行 う｡

こ とで あ っ た｡ ま た､ そ の 目的 は -

広 範 な 段 民 大 衆 と郷 や 高 奴 社 の 幹 部 が 同 家 と戯 村 の 中 の 基 本 的

な 是 非 の fHl腿 を よ りは っ き りさ せ る こ とを 壬B肋 し､ 国 家 が と っ て

い る政 熊 の 根 本 (l'.)な 正 しさ を説 明 し､ 汽 木 立 頚 の 迫 は ご く少 数 の

人 間 を 豊 か に す る だ け で､ 大 多 数 を 食 凶 と破 産 に陥 れ る も の に 過

ぎ な い こ と を 明 らか に す る こ と ･-

で あ っ た｡

こ う した 全 国 的 な 政 治 状 況 を受 け て 鮎 噌 江 粥 で も こ う した論 争 形

式 を と っ た r社 会 主 義 教 育 運 動 ｣ が 屈 E消 され て い た｡

1957年 の 夏 に 梨 花 江 省 で は 第 11tJJ人 民 代 表 大 会 那 6回 会 昌益が 開 催

さ れ て い た (往 4)｡ 省 副 省 長 の 報 告 は r右 派 分 子 の 社 会 主 我 農 村

に対 す る 狂 気 の 攻 撃 を 断 固 と して 撃 ち 負 か そ う ｣ と越 され､ ｢百 花

酒 乱 百 家 争 嶋 の 中 で､ 懇 意 の あ る右 派 分 子 は そ の 機 に乗 じて､ 我

が 全 国 人 民 の 救 い の 星 一 中 国 共 産 党 と我 が 全 国 人 民 が 心 か ら支 持 す

る 社 会 主 義 革 命 と社 会 主 義 建 設 の 様 々 な 1･{l大 な 成 果 に対 して攻 撃 を

加 え て い る｡ 彼 らの 攻 撃 す る範 囲 は 非 常 に広 く､ お よ そ社 会 主 義 改

造 や 社 会 主 義 建 設 の 根 本 問 題 に関 わ る こ とは､ す べ て 彼 らの 攻 撃 す

る と こ ろ とな っ て い る｡ - - 農 業 合 作 化 も右 派 分 子 が 次 々 と攻 撃 を

加 え る虫 要 な 口博 物 に な っ て い るo ｣ と い う 雅 言 で 始 め られ て い る｡

そ の 論 点 は 上 記 の 中 央 の 文 件 とほ ぼ 同 様 で あ っ た が､ そ こ に 見 ら

れ る 当 時 存 在 し た 高 紋 社 に対 す る 批 判 は 次 の 通 りで あ る｡

第 1は､ 農 業 生 産 合 作 社 に は 優 越 性 が あ る か? つ ま り､ 高 級 社 で

は 農 業 増 産 と社 員 所 得 の 向 上 に成 功 して い な い と い う 批 判 で あ っ た｡

餌 2は r脇 民 の 生 酒 は 苦 し い ｣ とい う 批 判｡

約 3は 膜 業 合 作 化 の 進 展 力{性 急 す ぎ た こ と｡ つ ま り､ 特 に高 級 社

の 設 立 の 時 点 で､ JE!民 を そ の 意 志 に反 して 強 制 的 に加 入 さ せ た こ と｡
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第 4 は 食 絹 の 統 一 日 付 政 弟 は ｢め ち ゃ くち ゃ ｣ で､ 食 欄 買 付 政 蹄

は 良 民 を 収 # し､ 苦 しめ て い る と 言 う 批 判｡

第 5は 脱 村 末 端 の 幹 部 と戯 村 の 党 貝 は ｢戯 民 を 支 配 す る 新 し い fl

族 帽 紐 J で あ る と い う批 判. そ れ は 腿 付 の 末 梢 の 幹 部 は 腿 民 を 政 治

的 に抑 圧 して お り､ 政 府 ･党 の 上 部 機 絹 は こ の よ う な 空 虚 な 基 礎 の

上 に 存 立 して い る と い う 内 容 で あ っ た｡

そ して こ れ らの 合 作 化 を 否 定 す る 言 論 は 批 判 さ れ､ ｢社 会 主 我 教

育 運 動 ｣ に よ っ て - 対 さ れ て い くの で あ る｡

以 上 の 論 点 は､ 小 論 で 考 察 を加 え て き た ほ ぼ 全 て の 項 Elにi度 る 全

面 的 な も の で あ る が､ 中 で も､ 高 地 社 に お け る 出 発増産 と社 員 所 熊)
の 増 大､ 生 酒 水 準 の 向 上 が 実 現 し た の か 否 か､ が 焦 点 とな っ て い た｡

そ して､ 本 市 で 扱 う 社 員 世 相 の 経 済 状 況 に 関 す る 汽 料 の 一 部 も､ こ

う した 批 判 的 意 見 に 対 す る 反 証 を 目的 と して い る し､ 恐 ら く優 良 判

例 に 限 られ て い る で あ ろ う｡ さ ら に そ の 内 容 も坤 に所 柑 Wl､ 現 金 欄

買 力 な ど 一 面 的 な 指 標 の 7Ll示 に留 ま っ て い る も の も 少 な くな い｡

本 章 の 考 察 に 利 用 で き る 資 料 は 以 上 の よ う な 制 約 を 受 け て い る が､

個 々 の 汗 料 に示 され る デ ー タ を 量 的 に で は な く質 的 意 味 を 析 出 す る

方 法 を採 用 す る こ と で 利 用 可 能 に な る と考 え､ 以 下 の 考 察 を進 め る

こ と とす る｡

* * *
こ こ で 本 題 に 入 る 前 に､ 本 章 の 分 析 対 象 と な る 高 級 祉 設 立 後 の 社

員 世 相 の 経 済 状 況 の 概 況 を 同 じ黄 料 か ら考 察 して お こ う｡ 汗 料 で は

高 級 祉 設 立 前 後 の 高 級 祉 お よ び 社 員 lLLf相 の 生 産､ 所 得 状 況 と社 員 LLr

符 の 階 屑 移 動 状 況 が 示 さ れ て い る (証 5)｡

ま ず､ 水 音 が 発 生 した 1956年 の 省 内 の 高 級 祉 及 び 社 員 世 帯 の 55年

に対 す る 増 産､ 増 収 状 況 は 衷 19- 1a)の 通 り に 報 告 さ れ て い る. こ

れ に よ る と､ 5- 6割 が 増 産 ま た は 所 得 増 加 を 実 現 して お り､ 社 員

の 中 で は 家 族 労 働 力 を 失 っ た 世 帯 や､ 生 産 手 段 が 共 有 化 さ れ た た め

に ｢富 裕 中 段 ｣ の 所 得 が 減 少 した と い う｡

表19-1 詣放心設立前後のFu一放心､祉El世相の状iJL

a)高級祉一社員の増産､増収状況 (1956年 )

門乙

対前咋比 同ノ己 同 ノ∴ 朋I3月.増産 .増収 変化如 し 減産 .減収

高級枚 53,20% ll.39% 35.32% 収横不安定祉:15%

紘 :各百分比は､全高級社数あるいは全LU-叩数に対する比乱

b)社員liL･･Hfの階層itC成

規噌カニ省全体 賓県 半掠山屯

上地改革前 高級合作化後 土地改革前 高級合作化後

人口 土地.家屋 人目 戸数 戸数

地主 .詰農 8% 70%以上 】戸④

中農 20%(9 10数% 55% 6戸⑤ 44戸

笛相中戯 30%

貧農 .屈農 72%@ 10%未満 15%③ 28戸⑥ 9戸

紘 :①中農=小金を持ついわゆる r維戸孫｣で迫宮の対象｡

②貨農 ･宿題 :削 巳は地主 ･rEf農の家畜放牧､女児養女に出される､老人も機序

用 (臨時稲川)にLUていた｡

③家屋 ･ほu地及 ･飯米がある｡困難は現金 .衣lJRの欠乏と偵務｡

④地主 弓偏辿仲が全村の土地 ･家屋を所有｡

⑤小作中農は地主の上地を耕作､家屋で居住

⑥小作fi}戯

⑦土地改革前は土地JirT仇 稲川関係などによる ｢階級区分｣による､苗級祉設立

以後は生汚水劉 こよる階層区分｡

i3料 : r親潮 工省副省長 干傑 聖決撃肋右派分子対社会主詣新劇 ､川'･Jh(W=進攻｣-舶

奄江日報1957年 8月16El｢果絹 江省第一期人民代表大会第六凶会鮎帥'.)発言摘要｣
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ま た 同 資 料 で は 土 地 改 革 前 と比 較 し た 高 槻 祉 設 立 後 の 階 層 構 成 が

示 さ れ て い る (衷 19- 1b)参 照 )｡ そ れ は 全 戸 数 あ る い は 全 人 口 の

比 重 で しか 表 示 さ れ て い な い が, ｢富 裕 中段 ｣ を 除 い た ｢申 出 ｣ が

過 半 数 を 占 め､ 次 い で ｢富 裕 中 農 ｣､ ｢斧戊 ･屈戯｣ の 順 番 に な っ

て い る｡

た だ､ 注 意 せ ね ば な らな い の は､ 階 層 区 分 の 内 容 が 土 地 政 市 前 で

は 土 地 所 有､ 屈 用 関 係 な ど に よ る も の で､ 高 級 祉 設 立 後 は 生 産 手 段

が 共 有 化 さ れ た の で 単 に 生 酒 水 準 の 相 迫 に よ る も の と され て い る.

ま た､ 表 註 ③ に示 した よ う に ｢貧 農 ･屈戯 ｣ と い っ て も 高 槻 社 で

は 家 屋 や 飯 米 は 足 りて お り､ 園 地 も あ る｡ た だ､ 現 金 や 衣 服 が 不 足

し､ ま た 債 務 が あ る 点 で そ こ に分 類 さ れ て い る｡

例 え ば､ 賓 県 単投 山 屯 の ｢貴 慮 ｣ 邦世 籍 は 9人 家 族 で 出 役 労 働

力 は 2人 で あ っ た｡ 土 地 改 革 前 は ｢屈 戯 ｣ で 衣 料 も食 相 も十 分 で は

な か っ た が､ 稀 級 礼 に入 っ て か らは 家 屈､ 飯 米､ 衣 料 は 卜分 に あ り､

た だ 現 金 が 不 足 して い る 1人鳩 に あ っ た｡ ま た､ 同 屯 の 3名 の 寡 的､

老 人 の 独 居 世 相 で は 高 扱 社 か ら飯 米､ 現 金､ 燃 料 を紹 付 さ れ､ 園地

は 社 員 の 頚 務 労 働 で 耕 作 さ れ て い る と い う｡

こ れ らの デ ー タ に 政 治 的 バ イ ア ス が そ れ 柁 な く､ ま た 高 級 祉 設 立

に よ る 変 化 を 衷 して い る とす れ ば､ 福 娘 祉 設 立 後 は 祉 貝 の 生 活 は 全

体 的 に改 善 さ れ た と言 え よ う｡ しか し､ 生 産 手 段 の 共 有 化 に よ る 上

層 の r富 裕 中 農 J の 減 収､ 家 族 労 働 力 が 少 な く扶 恭 家 族 の 多 い ｢余

儀 ｣ の 存 在 と彼 らの 負 伯 の 発 生 な ど も 発 生 して お り､ こ う した 生 活

水 準 で み た鳩 舎 の 階 層 移 軌 が 上 昇 で 制 約 さ れ､ 他 方 で 底 辺 に は 依 然

と して 貧 しい 世 相 が 発 生 す る 状 況 が 発 生 す る 由 縁 が 検 討 さ れ な け れ

ば な らな い｡

第 2節 社 員 世 相 の 所 得 ･家 計 状 況 と そ の 意 味

本 節 で は 高 地 社 に組 織 さ れ た 世 神 の 就 業 及 び 所 得 ･生 活 状 況 と そ

の 家 族 経 営 段 階 との 変 化 を 個 別 事 例 か ら見 る が､ 大 別 して 家 族 労 働

力 の い る家 族 労 作 型 世 相 と家 族 労 働 力 を 喪 失 した 世 相 の 状 況 に 分 け

!?y/
て 考 察 す る｡

A)家 族 労 作 型 世相 の 就 業 と所 得 1人祝

本 項 で は 家 族 労 働 力 の 比 較 的 豊 笛 な 世 仰 の 帯 紙 社 に お け る 出 役 ･ .

所 得 状 況 を 二 つ の 邪 例 か ら考 察 す る｡

ま ず 原 初 は 襲源 県 永 死 郷 Sti進 帯 紐 社 の 社 員 張 効 信 の 状 況 で 1

あ る が､ 津 料 で は 1954年 の 初 級 礼 へ の 加 入 時 点 か ら細 介 さ れ て い る

(註 6)｡

衷 19-2 a)に 見 る よ う に張 効 信 は 家 族 員 数 20人 の 複 合 大 家 族 の 中

で 夫 婦 と 子 供 5人 で 生 活 して い た が､ ｢1954年 に兄 弟 が 反 対 す る の

を 押 し切 っ て 初 級 礼 にJuu入 した ｣｡ 当 時､ 家 族 は 張 氏 に対 して 排 他､

役 畜 な ど の 財 産 分 与 を行 わ ず､ 弓馬氏 は 食 器 と飯 米 をmえ て 加 入 した

(*)｡

*: こ の 張 氏 が 初 級 礼 に 加 入 した こ と に よ る 大 家 族 か らの 離 脱

は､ -椎 の 分 家 で あ る｡ 土 地 改 革 前 の 習 慣 で は 分 家 の 隙 の 家 産 の

｢分 割 法 は 土 地､ 家 屋､ 家 畜 な ど を な る べ く均 一 に 分 配 し､ 分 割

後 も 引 続 き経 営 に 従 事 で き る様 に して い る ｣ の が 通 常 で あ っ た (

『克 山 地 方 農 家 経 済 』, p12.)｡ しか し､ 張 氏 の 場 合 に は耕 地 な

ど の 分 与 は 受 けず､ 串 実 上 家 産 の 分 与 を放 棄 して 加 入 した の で あ

る. こ の 決 定 が 弗 っ た 家 族 の 側 で な さ れ た の か､ 張 氏 の 判 断 に よ

る 小 は 不 明 で あ る が､ 初 級 社 に耕地 や 役 畜 な ど を 出 津 す る こ とで

そ の 利 用 が 張 氏 個 人 か ら離 れ て しま う こ と を 心 配 して､ 大 家 族 の

財 産 を 防 櫛 す る判 断 が あ っ た も の と思 わ れ る｡

こ の よ う に 食 指 も 含 め て ｢蓄 え ｣が 全 く無 か っ た の で 生 痛 は 苦 し

か っ た｡

1956年 に高 級 社 が 設 立 され る時 に､ 祖 父 母 も同 居 す る よ う に な っ

た｡ 高 紋 社 に 組 織 さ れ た 56年 の 一 家 の 就 業 及 び 所 得 状 況 は 同 表 b)の

通 りで あ っ た｡ 高 級 礼 に は 5人 中 4人 の 子 供 と祖 母 は 家 に 放 り､ 他
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裁19- 2_高級ネtJ)11人前後の祉E3Lu･印の状況 (その 1)

(1954-1956年､箪源外t 水先郷 跳進rn級祉 社.>riJ-lli効J.3)

a)初級祉加入か らTTTi級祉設立までの家族川成と概況

年次 家JJji偶成 t上川川t況

1953年 20人t うち子供 5人(複合大家族 )

1954年 7人家族 分与された財産 :箸 4紺､茶碗 3､盆 1､

夫婦+子I,IE5人 飯米 (柴24.5斗､ 1人3.5斗)

⇒幕 し向き:汚えがな く生泊は凶難

1956年 9人家族 ①祖父母が同店聞始.

祖父77歳､祖母68歳 ②山桜労働力4人 (夫婦 +祖父 +小学'Ji)

b)張勤惰一家の就業 と所得 (1956年)

張効信 妾 祖父 小学生 業種所得額 偶成比

高級祉出役 277日387.8元 110日154元 出役総所得5日.8元 72.1%

出桜補助作業 30元

個人 副業 家庭別業総Ji7li柑221元 27.9%

養豚 80元

養鶏 32元

手工業 68元

園地など 41元

労働力別所特称 387.8元 375元 30元 ､レ総所得792,8元 loo.0%

i3料:｢一個勤倹的農民家庭J,船穂江u報1957咋3月26LJ

?fi.

の 4人 が 出 役 し た｡ 小 学 生 の 子 供 の 出 役 作 業 は､ 学 校 の 農 繁 期 休 暇

と 日 曜 日 に 高 級 社 で 草 む し り を や る こ と で あ っ た｡

ま た､ 安 と 祖 父 は 偶 人 別 業 を 舶 任 し た｡ 個 人 別 R 部 門 で は､ 安 は

夕 食 後､ 家 畜 に 即 を や っ た り水 改 み を 分 担 し､ 77歳 の 祖 父 は､ 毎 日

ゴ ザ ･ム シ ロ を 編 ん だ り､ 豚 の 餌 を 娘 め た り､ 糞 を 災 め た り､ さ ら

に 18aの 園 地 の 管 理 を 担 当 して い た｡ 恭 順 は 当 時 肥 育 5房fiで う ち l輔
を 消 耕 し､ 3頭 を 販 売 し た｡ 発 効 は 採 卵 鵜 川 羽 を 飼 育 して い た｡ さ

ら に 祖 父 の 分 担 した 手 工 業 で は 12枚 の 二 男 の オ ン ドル の 敷 物､ 4枚

の ム シ ロ な ど を 作 り販 売 した｡ ま た 与良効 侶 自 身 も は 腿 l来日U=こ芝 草 を

集 め た｡

こ の よ う に し て､ 張 氏 一 家 は 帯 紙 礼 に お い て t=州､ 年 齢 別 に 多 様

な 家 族 労 働 力 を 染 田 Ji3超 と個 人 副 菜 に 配 分 して 家 族 の 就 業 増 大 を 実

規 し て い た｡ た だ し､ そ う し た こ とは 高 級 社 の 側 に 婦 人 労 働 力 や 小

学 生 を 十 分 滴 用 で き る 制 度 的 条 件 が あ っ た こ と と､ 個 人 副 業 に 対 し

て 寛 容 で あ っ た こ と を 荊1足 と して い る｡ な ぜ な ら､ 本 絹 で こ れ ま で

考 察 した 範 囲 で は､ 婦 人 労 働 力 の LL'･役 や 個 人 副 業 に つ い て 多 く の 閲

煙 点 を 指 摘 して き た か ら で あ る｡

従 っ て､ こ の 事 例 は 多 様 な 社 員 世 神 の 家 族 労 働 力 を 十 分 に利 用 で

き た 佳 良 な 高 級 社 の も の で あ り･ 社 員 世 帯 か ら見 れ ば 家 族 労 作 的 な

労 働 力 配 置 の 一 部 と して 高 級 社 へ の 出 役 を 有 機 的 に組 み 込 む こ と に

成 功 して い た の で あ る｡ た だ､ こ の 資 料 で は 高 級 社 の 状 況 が 不 明 で

あ る た め､ こ れ 以 上 の 実 態 評 価 は 差 し控 え ね ば な らな い｡

む し ろ､ 薬 価 別 に み た 場 合 に世 相 総 所 得 の 3割弱 を 個 人 別 業 が 占

め て お り､ ま た 5割 軌 が 婦 人､ 老 人 及 び 子 供 の 労 働 に よ っ て 占 め ら

れ て い る こ と か ら見 て､ 村 人､ 老 人 な ど の 集 団 作 業 か らの 排 斥 や 個

人 副 菜 の 禁 止 と い う す で に 見 て き た rgJ削 拍 {逆 説 的 に 証 明 さ れ る の
の!.et

で あ る｡

* * *
次 に 宙 裕 農 家 の 高 級 祉 設 立 後 の 変 化 を､ 綜 イヒ県 宝 山 郷 の 妾 和 氏

の 弔例 か ら考 察 す る (証 7)｡
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妾 氏 は 蓑 19-3:a)に 見 る よ う に 高 級 礼 に 入 る 再は ､ 夫 婦 +子 供､

馬 3頭 で 農 業 生 産 を 行 い､ 桝 地 面 損 も 52年 の 5.9haか ら 7- 8haに 拡

大 し て き て い た｡ さ ら に､ 膿 1頭 を 飼 育 して い た｡ ま た､ 荷 車 に つ

い て そ の 用 途 は 記 載 さ れ て い な い が､ 段別 州 に は 迎 輪 副 菜 を 行 う こ

と も 可 能 で あ っ た と思 わ れ る｡ 家 計 状 況 を 知 る デ ー タ は 殆 ど,無 い が､

農 村 で 高 槻 な 穀 物 と さ れ た 小 麦 の 備 蓄 一一 種 子､ 飯 米 分 を 除 い た 余

剰 一一 が 750kgあ る と言 わ れ て お り､ 少 な く と も 飯 米 に は こ と 足 り て

い た の で あ る｡

資 料 で は こ う し た 状 況 に あ る 妻 氏 一 家 が 高 級 社 に 組 織 さ れ る 前 の

経 緯 が 紹 介 さ れ て い る｡ 彼 は ｢入 社 す れ ば､ 役 畜 ･iEt具 な ど の 豪 産

の 保 証 が な く な り､ 収 入 も 減 る ｣ こ と を 心 配 して 荷 唯 を 緑 化 県 の ｢

県 城 ｣ (県 政 府 所 在 地 ) で 売 却 処 分 して そ の 代 金 で 各 種 の 柄 物 の れ

外 套､ 毛 皮 帽 子､ な ど を 牌 入 し､ さ ら に 11枚 の 布 団 と 20数 岩 の 木 綿

製 衣 服 を 作 っ た｡ ま た､ 飼 っ て い た 牌 を 屑 殺 し た り小 変 を 挽 い て 食

べ て し ま っ た と い う｡

こ の よ う に 妾 氏 は 役 畜 の 一 部 を 帯 紙 礼 に日収 さ せ る の で は な く戯

具 を 町 で 売 却 す る 方 を 選 択 して 高 槻 社 に JJu大 し た の で あ る｡

高 級 社 が 設 立 さ れ た 1956年 の 状 況 は 次 の 通 りで あ っ た｡ ま ず､ 春

季 播種 作 業 州 に 妾 氏 が 売 却 せ ず に 残 し た 馬 が 痩 せ て し ま っ た｡ し か

し､ 高 級 社 の 痩 せ 地 を 含 む 1.ODOhaの 耕 地 に 全 て に 厩 肥 が 投 入 さ れ た

し､ ま た 夏 季 の 中 耕 ･除 草 の 時 期 に､ 過 日 雨 が 降 りな が ら も 高 級 社

で は 中 桝 ･除 草 を 行 い､ 中 耕 で き な い 作 物 に つ い て は 婦 人 労 働 力 で

草 む し り を 行 う｡

そ の 結 果､ 各 作 物 の 1ha当 り収 鼠 は 大 豆 2,000kg､ トウモ ロ コ シ2

,500kg､ コ ウ リャ ン2,250kg､ 粟 1,750kgと な り､ 平 均 で は 1955年 よ

り250-500kg増 産 し た と い う｡ そ の 結 果 1日 当 り出 役 報 酬 額 は 2.14

元 と､ 55年 の 初 級 社 で の 1.44元 の 約 1.5倍 に な っ た と い う (*)｡

*: 資 料 で は 明 示 的 で な い が､ 恐 ら く安 氏 一 家 は 1955年 時 点 で

初 級 社 に 加 入 して お らず､ 家 族 経 営 で あ っ･た と 思 わ れ る｡ l

門 5 ･

蓑Lg- 3高級祉)JLl人前後の社員Lg.･iiFの状況 (その2)

([952-)956年､綜化県 宝山郷 臼裕rf]過 度如)

a)妾氏一家の高級祉加入前後の状況

年次 家族概況 経営条件 所frTf.家計状況

1952年 耕地両横5.9ha

1955* 労働力3人 耕地面碓 7 .8ha偶3頭荷巾1台 農業所門f l.000)-tl董和+--1t F''i申 1.050元

+子供 1人 養豚 1娘 小麦b'Tl軒 750kg

高級祉 荷車売trJう衣料､ 毛皮製品.U入

加入前 豚屑殺､小麦製粉⇒自家消費

1956咋 労働力 4人 T,'hr級礼.Lu役757L] 山桜報酬 l.620元 日 日=2.14元)

1L1人丑豚 先勝収入 100元

ら)高級祉加入前後の家族労働力と所得紙の変化

農某所11i 家族労働力 家族労働 一人ii7JJ労働プJの 子供1人当り 農業所1'5

偶成 力評価 所持繊 所得額 増加鱗
(丑 @ ① ÷(参=③ @xO.7

1955勾三 I.000元 夫 1+251+子供 1 2.2人 454.5元 318.2元

1956年 1,620元 夫 1+安 1+子供 2 2.9人 558.6元 391.0元 620元

註 :薮b)の r家族労働力評価｣は ｢馴 胴 ｣時代の劇 寸馴 悌 il評価に雑 じて計罪

した｡すなわち､夫を一人前の男子労働力と考え】･0点とする｡子供については制度

的な社員咋断 わ順 16歳以上で017人前労働)JつまりOrT点と考える｡婦人の剛 JfEt行は

なかったが半人前つまり0.5と考えた (図1-⊥､捌 帽 周樺院実業部臨時産業局 r

J知徳元咋度 農村実膳調査 戸別調査之部』,)ga仲 ,凡例参照)｡

資料 : 哨 級合作化邦一年 -一章和入社前後 ｣･射 返江口掛 95昨 12月14E].
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同 年 の 委 氏 一 家 の 就 業､ 所 得 状 拐=ま前 山 良 19J A1の 瓜 下 段 に 示

した 通 りで あ る｡ こ こ に あ る 福 地 社 へ の 山 役 報 酬 と 1955畔 の 安 氏 の

農 業 所 得 と比 較 す る と60%･Judの JTr得 増 加 に な っ て い る｡

た だ､ こ こ で 注 意 す べ き点 が 二 つ あ る｡ 一 つ は 55年 と56年 と で 妾

氏 の 家 族 労 働 力 数 が 増 え て い る こ とで あ り､ 二 つ EIは 個 人 養 豚 と ,%

と荷 車 を 利 用 して の 迎 輪 副 業 の 合 計 所 得 が ど の 程 度 で あ っ た か が 不

明 で あ る 点 で あ る｡

~ つ 目の 家 族 労 働 力 の 変 化 に つ い て で あ る が､ 表_19-j blよ り分

析 す る｡ ます 高 級 礼 の 出 役 報 酬 が す べ て 免 田 戯 作 業 LH役 に よ る も の

で あ る こ と を N'JHRとす る｡ そ して､ 1956年 の Lu役 報 酬 が 55年 の 家 族

経 営 の 時 Jglの 戯 業 所 得 よ り増 大 し た原 因 を 考 察 す る｡ 表 中 の 家 族 労

働 力 構 成 な ど 0?デ ー タ は 子 供 1人 当 り所 相 和 を 群 山 す る手 順 を 示 す

た め の も の で あ る (表 註 参 照 )｡ 結 果 と して 見 る と子 供 が 1人 増 え

る こ とで 391･0元 の 山 役 報 酬 の 増 加 が も た ら さ れ て お り､ こ れ は 家 族

農 業 所 得 の 増 加 分 620元 の 63% に連 して い る｡ 夏毛りの 約 4割 が 元 の 家

族 梢 成 の ま ま で 加 入 す る と仮 定 した 場 合 の 揃 級 祉 加 入 に よ る メ リ ッ

トで あ る｡ 言 い換 え る と家 族 労 働 力 3人 の ま ま で あ れ ば 家 族 の 出 役

報 酬 は 1,229元 で 23% の 所 得 増 加 に な る. 無 論､ こ の こ とか ら上 記 の

高 級 社 の 金 権 増 産 効 果 を 否 定 した り､ 逆 に家 族 経 営 の ま ま で 0.7人 前

の 労 働 力 が 1人 増 え る こ とで 1･000元 +318･2元 と い う 計 算 が 成 立 つ､

つ ま り32% の 増 収 が 可 能 に な る技 術 的 あ る い は 経 営 的 条 件 が 妾 氏 一

家 に 備 わ っ て い た こ と を 即 断 す る こ と は で き な い｡ た だ､ 農 業 で も

養 豚 や 運 輸 業 な どの 別 業 で. 増 え た 労 働 力 の 就 業 場 面 を 妾 氏 が 家

族 経 営 の 内 部 に創 出 で き さ え す れ ば､ 高 級 社 に加 入 す る よ り も所 得

増 大 の 可 能 性 は あ っ た の で あ る｡

そ して 二 点 目 の 喪 豚 な どの 副 業 で あ る が､ や は り荷 車 の 利 用 に よ

る運 輸 副 業 の 可 能 性 が 高 級 社 に加 入 す る こ と で 消 滅 した こ と は 妾 氏

一 家 の 所 得 増 大 に と っ て マ イ ナ ス で は な か っ た か と思 わ れ る｡ 1956

年 の 世 相 総 所 得 の う ち 個 人 副 業 は 6% で しか な か っ た か ら前 年 に運

/LILn

輪 業 を 行 っ て い た とす れ ば､ 副 業 所 得 の 地 位 は 高 級 祉 加 入 に よ っ て

低 下 した と考 え られ る｡前 出 の ｢入 社 す れ ば､ 役 畜 ･戯 具 な ど の 家

産 の 保 証 が な く な り､ 収 入 も 減 る ｣ と い う心 配 も こ う した 側 面 を 含

ん で い る の で は な い か と考 え られ る｡

ま た荷 車 を 生 産 手 段 と して で な く､ 家 計 ス トッ ク と して 見 れ ば そ

の 価 格 1,050元 は か な りの 消 費 財 絹 人 に 充 て る こ とが 潜 在 的 に可 能 で

あ っ た わ け で あ る か ら､ こ の 部 分 を売 却 した こ と も社 員 世 相 の 家 計

状 況 に マ イ ナ ス の 彩 坪 を 与え た と 考 え られ る｡

* * *
こ の よ う に家 族 労 作 経 営 が 高 級 社 に組 耕 さ れ る こ とで､ 社 員 世 相

の 就 業 ･所 柑 状 況 に は 次 の よ う な 特 徴 的 な 変 化 が 死 生 した と整 理 で

き よ う｡

第 1は 二 つ の 判 例 で 見 られ た世 相 の 家 族 梢 戊 は 班 系 二 世 代 家 族 あ

る い は ili畑 核 家 族 で あ っ た が､ 高 級 社 の 中 で 家 族 経 営 同 様 に 一一 た

だ し厳 禁 部 門 が 稀 級 礼 へ の 山 役 に 変 化 す るが -- Iinl切 作 業､ 家 臥

副 業 な ど に家 族 労 働 力 を 多 面 的 に 配 hHlして 言 わ ば 家 族 労 作 的 就 業 杏

見 せ る こ と｡ 特 に､ 招 初 の 難 聴 児 の 張 効 伯 の 場 合 に は 世 相 所 得 の 三

分 の 一 が 個 人 副 業 に､ ま た約 半 分 が 基 幹 的 で な い つ ま り成 人 男子 で

な い 家 族 労 働 力 に よ っ て 樺 得 され て い た｡ つ ま り､ 弟 16苛 で 考 察 し

た 個 人 副 業 と娘 団 戯 作 業 出 役 との 関 迎 で 言 え ば､ 高 級 社 の 榊 に は 個

人 副 業 を 禁 止 す る傾 向 が 普 遍 的 で あ っ た が､ 逆 に 社 員 世 帯 の 榊 に は

高 級 社 へ の 出 役 に対 して こ う した 家 族 労 作 型 の 対 応 を す る こ とが 確

認 さ れ た｡

第 2は 二 つ の -gf例 に共 通 して 見 られ た の は 高 級 祉 加 入 前 に耕 地･

役 畜 な ど の 生 産 手 段 の 全 部 ま た は 一 部 を 持 た す に 参 加 して 来 る点 で

ぁ る｡ も しそ う で な く と も早 晩 共 有 化 さ れ る わ け で あ るか ら･ こ れ

を 共 有 化 の 影 響 に よ る社 員 世 相 の 削 芹状 況 の 変 化 と して 考 え る と次

の よ う に な る｡ つ ま り､ 大 型 家 畜 や 荷 哩 な ど を 失 う こ と に よ っ て -

っ は 従 来 あ っ た 副 業 分 の 潜 在 的 な 所 得 源 が 減 少 す る こ とを 意 味 す る｡

い ま - つ は こ れ らが 場 合 に よ っ て は 売 却 して 換 金 可 能 な家 計 ス トツ
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ク で あ る か ら､ こ う した 部 分 を 失 う こ と は 虚 接､ FUjは に家 計 状 蝶 の

悪 化 を も た らす 可 能 性 が あ る (栄 ).

*: こ こ で の 家 計 ス トッ ク の 含 意 は 家 族 の ラ イ フ サ イ ク ル が 労

働 力 が 増 え つ つ あ り山 役 報 酬 が 増 大 す る Fiil面 な らま だ し も､ 乳 幼

児 が 多 か っ た り男 子 労 働 力 が 老 齢 化 して く る局 面 で は､ 生 痛 が 苦

し くな り売 却 処 分､ 換 金 して 暫 時 家 計 を 支 え る こ と の 忠 義 を 指 し

て い る｡ 高 級 祉 設 立 後 の 変 化 は 不 uJ]で あ る が､ 土 地 改 革 前 の 農 家

に とっ て 冠 婚 葬 祭 の 巨 街 の 支 出 は ま す は 借 金 に よ っ て 家 計 を 危 機

に 陥 れ る ほ ど で あ っ た と い う｡ 例 え ば 嬉 と りの 場 合 の 全 か 用 は ｢

大 農 J で 360円 (結 婚 祝 い金 収 入 を 控 除 )､ ｢零 細 腿 ｣ で も 268円

で､ 各 々 の 現 物 を 含 ん だ世 相 所 得 の 31% と2.9倍 に な り､ 葬 祭 於 は

｢大 殿 ｣250円､ ｢零 細 旗 ｣90円 で 世 相 所 得 に 占 め る 比 虫 は 各 々

21% と97% で あ っ た (『克 LLl地 方 儲 家 経 済 調 査 』, 1938年, PLOO,

pp125-128.)｡

第 3 に､ 前 2点 を 前提 に考 え る と､ 綜 化 県 の 安 和 氏 の よ う な 家 族

労 働 力 が 充 実 しつ つ あ る ラ イ フ サ イ ク ル に あ る 世 帯 で は､ 高 級 祉 加

入 に よ る こ う した 損 失 は 家 族 経 営 を通 じ た経 済 的 上 昇 の 挫 折 を 結 果

す る こ と に な る｡

B )貧 困 社 員 世 相 の 状 況 と生 酒 補 助 の 意 味

こ こ で は 前 項 の よ う に 家 族 労 働 力 が 充 実 して 高 級 祉 1Ju入 前 後 を 過

じて 相 対 的 に生 計 の 安 定 して い た と判 断 さ れ る世 卿 の 状 況 を 節 例 に

考 察 した｡

本 項 で は そ れ とは 対 照 的 な 貧 困 世 相 の 状 況 を 考 察 す る｡ 考 察 の 中

心 と な る の は 従 来 の r貴 慮 ｣ あ る い は r底 辺 世 相 J に 相 当 す る 部 分

で あ る｡ な お､ 本 項 で 利 用 す る資 料 は 高 級 社 の 秋 季 収 益 分 配 の 時 の

こ う した 貧 困 世 符 へ の 援 助 に 関 す る も の で あ る｡

資 料 に示 さ れ た 貧 困 世 相 の 援 助 内 容 な ど を 整 理 した の が 衷 19イ

LDbl

射 9- 43相川州 へのJj三描保喜壁の27施状況

(1956咋)

高級社名 .牡茄f概況 詳言1-級礼は助内容 掘助戸数

呼棚沢 柳原合作祉労働力の欠如 飯米280kg､祁 28)く､薪 荷車2台分 5戸

(五保戸) 年越 し手当15元

労働力が少ない 家族労働力の多少に応 じ労働点数 4戸

100-300点を榔助

親戚に生描依/T-- 倣米と税金の帥助. 9戸

家族多く労働力少ない 飯米 3,川Okg､薪 Trli車 2台分 日戸

杜杯伯特設古族白油娯礼-77-高級祉身布 r)のいない老人(71歳) 年問70元の生摘草川Jt助

基幹的労働力が半人前 全家族の1/3の飯米を補助

で病弱=出役 1人 (年60日)8人家族 児童 2人の学才旦抑助

老婆親戚に生泊の一部依存 新イ共給､オンドル掃除 .家榊幡保証

寧安収 腰豊高級祉老人 .弱者･障害者 .病人家庭 飯米､衣料､現金25-72元を補助 4戸

寧安県 成合高級祉孤児 .寡婦 .孤独者 飯米ー燃料､住居～葬祭 2戸

資料 ;｢我省許多農業祉在秋収分配【帽 削 W I老弱残疾社員｣･崩穏江日報1956年1

0月28日.
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で あ る (註 8)｡

ま す､ 世 相 の 概 況 を 見 る と いず れ も 家 族 労 働 力 が 家 族 日 数 つ ま り

扶 養 家 族 数 に 比 較 して 少 な い と か､ 山 役 で き る 労 働 力 が い な い な ど

の 状 態 に あ る も の で あ る｡

従 っ て､ 損 助 内 容 に み る よ う に彼 らの 生 計 は 飯 米､ 燃 料､ 生 活 資 金

な ど の 基 本 的 な 消 i!財 な ど と生 活 上 必 然 的 に 発 生 す る 雑 412労 働 力 を

欠 い た 状 況 に あ っ た.

や や 細 か くみ る と家 族 偶 成 に よ っ て 1B助 の 程 度 もき'iな っ て く る｡

まず､ 老 人､ 罪 婦､ 病 弱 者 な ど に つ い て は 基 本 的 生 楢 の 維 持 に 必 要

な 部 分 が 補 助 さ れ て い る｡ こ れ らは 家 族 の ラ イ フ サ イ ク ル の 終 州 に

死 生 す る 老 人 世 相 で あ っ た り､ 偶 発 的 な T17枚 に よ る嫡 il弓者 な ど に 分

か れ る｡ ま た､ 親 戚 を通 じて 基 本 的 な 部 分 が 保 証 さ れ て い る場 合 に

は､ 補 助 内 容 も や や 少 な くな る｡

他 方 で､ 出 役 可 能 な 労 働 力 は い る が 家 族 が 多 い 世 相 に つ い て は 労

働 点 数 と い う 形 で 純 助 が あ っ た り､ 基 本 的 な 消 対 材 に つ い て も 部 分

的 補 助 を 与 え る程 度 の も の が あ る｡ こ う した 世 相 の 扶 轟 家 族 に は 老

人 も 含 ま れ る で あ ろ う が､ 子 供 が 多 い LLLr相 も 当 然 含 ま れ て い る と考 J

え られ る｡ つ ま り､ 直 系 二 世 代 家 族 で あ れ ば 世 代 の 交 代 期､ 単 婚 核

家 族 で あ れ ば 初 期 に あ る世 帯 が 含 ま れ て い る｡

こ れ らの 生 酒 補 助 を 受 け る 世 帯 は 角 度 を 変 え れ ば､ 高 級 社 の 戯 作 l

業 出 役､ 労 働 点 数 の 取 得､ 収 積 後 の 報 酬 分 配 と い う シ ス テ ム に 乗 ら

な い 部 分 で あ る｡

こ う し た世 相 は 土 地 改 革 前 で 言 え ば 自 家 虚 業 襟 首 あ る い は ｢大 殿｣

に よ る農 業 屈 用 場 面 か ら外 れ た ｢底 辺 世 相 ｣ あ る い は r屈 戯 ｣ の La

下 層 に位 .# づ け られ る貧 困 世 相 に 相 当 す る｡ 従 っ て､ 初 級 祉 の 場 合

で も そ う で あ っ た が､ 高 級 社 に お い て も 農 家 を組 織 す る隙 の メ ン バ

ー シ ッ プ が 祉 貝 =労 働 力 で あ る以 上､ こ う した 世 帯 は 家 族 の ラ イ フ

サ イ ク ル -一 山 役 可 能 労 働 力 と家 族 人 口 の バ ラ ン ス の 変 化 一一 と 高

根 社 の 出 役 シ ス テ ム の 狭 間 で 不 断 に発 生 す る こ と に な る｡

本 絹 弟 13章 第 1節 B )項 で 紹 介 した よ う に､ 高 級 祉 設 立 の

/C'LLIV,I

際 の 生 産 手 段 共 有 化 資 金 や 生 産 梓 川 出 や 資 金 は ｢貴 殿 合 作 駄 賃 資 金｣

と い う 国 家 観 資 か ら補 給 され る こ と に な っ て い る が､ そ れ が どれ ほ

ど焚 凶世相 の 汽 金 所 要 を カ ヴ ア ー して い た の か､ さ ら に r底 辺 世 相 ｣

の 場 合 に 国 家 敵 資 を 返 済 す る 能 力 が あ る の か 疑 fHjが も た れ る と こ ろ

で あ るC

* * *

ま た 全 農 村 世 帯 を 行 政 村 範 囲 で 組 稲 した以 上､ こ う した 貧 困 世 相

に 対 す る 組 織 的 な ほ 助 が 求 め られ て い た の で あ る｡ こ の 補 助 部 分 は

周 知 の 通 り収 益 分 配 の 陣 に優 先 控 除 さ れ る ｢公 式左金 ｣ か ら支 出 さ れ

る｡

こ の 点 につ い て は 描 化 県 の 邪 例 か ら荷 組 祉 経 営 と r公 益 金 ｣ 支 出

の 関 係 を 概 観 して み よ う (証 9)C 表 19J に は 綜 化 爪 の 5つ の 高

相 祉 内 部 の 補 助 を 受 け て い る 貧 困 世 相 と そ れ へ の 補 助 救 済 頼､ そ し

て 同 年 の ｢公 益 金 ｣ 留 保 称 が 示 さ れ て い る｡

資 料 で は 各 高 級 社 の 経 営 状 況 を 比 較 し得 る デ ー タ を欠 い て い る が,

ど の 高 級 社 で も 貧 困 世相 の 全 戸 数 に対 す る比 虫 も ほ ぼ 10%前 後 で あ

る｡ た だ､ ｢公 益 金 ｣ の 留 保 額 に つ い て は 追 い が あ り､ 3,000元 を 下

回 る 高 級 社 で は ｢公 益 金 ｣ か ら実 際 の 補 助 救 済 噺 を 純 峡 す る こ と が

出 来 ず､ そ れ 以 外 の 部 分 か ら給 付 す る こ と を 余 儀 な く され て い る｡

こ の 現 象 は 補 助 の 程 度 の 追 い に応 じた 資 困 世 相 数 な ど とは 相 関 が 認

め 難 く､ ｢五 保 戸 ｣ が 多 い か ら留 保 部 分 を超 過 して しま う とい う 閲

係 は 見 られ な い｡

* * ;t:
こ の ｢公 ZIlt金 ｣ a,t保 Wlを超 え た 補 助 部 分 は 高級 礼 の 生 産 封 の 控 除

部 分 あ る い は ｢公 横 金 ｣､ さ らに 祉 貝 へ の 出 役 報 酬 部 分 の いず れ か

か ら捻 出 さ れ ね ば な らな い は す で あ る｡ r公 益 金 ｣留 保 甑 と実 際 の

補 助 俄 との ズ レが 何 を 意 味 す る の か を こ こで 検 討 す る｡

ま ず､ r公 益 金 ｣ の 留 保 額 が ｢公 fi'1金 ｣ 同 様 に 高 級 社 の 純 収 入 か

ら一 定 の 比 率 で 控 除 され る も の で あ る とす れ ば､ r公 益 金 ｣の 朝日ま

純 収 入 の 大 き さ を反 映 して お り､ つ ま り そ の 高 級 社 の 経 営 状 況 を 反
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映 して い る こ と が 言 え よ う｡

そ れ に 対 して 令 凶 世 相 の 発 生 =高 級 社 か らみ た 場 合 の r公 益 金 ｣

支 出 の 必 賓 性 は､ 高 級 社 の 経 営 状 態 とは さ し あ た り無 関 係 な と こ ろ

か ら出 て くる の で あ る｡

っ ま り､ 先 の よ う に肩 紐 社 に よ っ て は 必 要 竹 を 超 え る ｢公 益 金 J

を 留 保 で き た り､ あ る い は 官日栄桁 で は 救 折 補 助 WIを満 た せ な い 場 令

が LLiて 来 る の は､ 界 凶世相 の 発 生 件 数 や そ の 世相 の 了与幽 肢 合 に よ っ

て 必 饗 と さ れ て く る 必 妥 補 助 桁 に対 して ｢公 益 金 ｣ は あ く ま で も 高

級 社 の 経 営 状 況 =純 収 益 の 敬 に 比 例 して しか 対 応 で き な い こ と か ら

発 生 す る の で あ るC

当 然 の ご と く､ 上 地 改 馴 ;トの 馴 寸あ る い は 土 地 改 辞 後 の 家 族 経 営

段 階 で は､ 被 雇 用 あ る い は 自家 出 発 な どへ の 就 業 力1不 可 能 に な っ た

先 幽 世 相 は 頼 れ る親 戚 が い な け れ ば 移 住 す る か そ の 場 で1t凶 停 滞 す

る し か 迫 は な か く､ 射 精 ｢大 殿 ｣ が 彼 らを救 済 す る こ と も な か っ た4

そ して､ これ が 合 作 化 以 前 の 階 層 分 解 の 実 際 で あ っ た｡

こ れ と対 比 す れ ば､ 生 活 補 助 は 分 解 の 結 果 と して 発 生 す る 焚 囚 世

相 の 域 外 へ の 流 Luや 域 内 で の 弟 困 停 滞 を 高 級 祉 内 部 で 吸 収 す る た め

の コ ス トで あ っ た と位 荘 づ け られ よ うC
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前 節 で は 高 組 祉 設 立 前 後 の 社 員 世 相 の 状 況 の 変 化 を 比 較 的 豊 か な

世 相 と貧 困 世 相 と に 分 け て 個 別 的 に 考 群 して き た｡

こ こ で は 三 つ の 高 級 社 を 事 例 に と っ て､ 高 級 祉 範 囲 の 世 相 の 経 済

状 況 の 変 化 や 世 帯 間 の 階 層 性 を考 察 す る.

本 節 は 前 節 と併 せ て､ これ ま で の 名 編 で 各 段 階 の 良 家 の 階 屑 移 軌

状 況 を 考 察 して き た 部 分 に相 当 す る｡ 従 っ て､ 本 節 で は 社 員 世 相 の

間 の 階 層 差 や 階 層 移 動 の メ カ ニ ズ ム が 以 前 と どの 様 に 変 化 した か を

探 る こ と を応 緒 的 な 課 題 とす る｡

な お 本 節 は 二 つ の 項 目 に分 け られ て い る が､ そ れ は 汗 料 の 内 容 の

追 い に -一 礼 貝 世 相 の 長 州 的 な 変 化 を 示 した 汗 料 と､ 高 級 社 の 経 営

状 況 と祉 貝 Lu'村 の 挑 発､ 所 相､ 生 活 状 況 を示 した 汚 料 との 遇 い 一一

よ る もの で､ 分 析 内 容 は 上 記 の 通 りほ ぼ 同 じで あ る｡

A)儲 村 LLT相 の 生 酒 状 況 の 長 州 的 変 化

本 項 で は ま ず 油 愉 県 共 和 郷 湘 軍 高 級 社 の 12世 相 の 調 査 資 料 か

ら･ 土 地 改 革 以 降 の 経 済 状 況 の 変 化 を 考 案 す る (註 lo).

ま ず 調 査 世 相 と 当 地 の 概 況 を 示 す｡

調 査 対 象 と な っ た 12世 相 の う ち､ ｢旧 中 段 ｣ お よ び ｢旧 下 層 中 農 ｣

は 3戸､ ｢新 中 殿 ｣ 3戸､ ｢新 下 層 中 農 ｣ 3戸､ そ して ｢貴 殿 J 3

戸 で あ っ た (辛 )｡ 土 地 改 革 以 前 は 12戸 全 部 が ｢貧 農 ｣ (小 作 農 )

あ る い は ｢屈 戯 ｣ で あ っ た｡ 例 え ば､ 3戸 の ｢旧 (下 層 ) 中 農 ｣ は

1戸 当 り平 均 自 作 地 を7･4ha所 有 し､ こ れ に 同 じ く2.7haの 小 作 地 を

合 わ せ て 生 計 を 立 て て い た｡ 残 りの 9戸 は い ず れ も所 有 地 も住 居 も

持 た す､ 年 屈 や 臨 時 屈 用 に依 っ て 生 宿 して い た と い う｡ そ して､ 19

48年 の 土 地 改 革 で 人 口 1人 当 り0･56haの 耕 地 を 分 配 さ れ た｡

*‥ ｢旧 (下 層 ) 中 戯 ｣ と は 土 地 改 革 前 か ら ｢中 Jn｣ で あ っ た

も の､ ｢新 (下 層 ) 中 戯 ｣ とは ｢貧 農 ｣ あ る い は ｢屈 戯 ｣ か ら土

地 改 革 後 に ｢中 儲 ｣ に 上 昇 した もの で あ る｡

/bb冴

土 地 改 革 以 降､ 互 助 組 の 一 種 で あ る ｢換 工 J (労 働 力 ･畜 力 交 換)

が 純 絹 さ れ た が､ 当 帖 は 作 柄 が 良 か っ た｡ こ の 12世榊 は 1954年 に初

級 社 に加 入 し､ 1956年 に は 高 級 社 に加 入 した｡ 1956年 は 高 級 社 は 自

然 災 害 (水 害 ) の 被 宵 を 受 け､ トウ モ ロ コ シ (作 付 面 拭 70ha) は 収

鼠 が ゼ ロ で 粟 (同 150ha)は 50% の 減 産 とな っ た｡

土 地 改 革 以 降 の 12LLT相 の 経 渦 状 祝 の 推 移 は Bd19- 1の 通 りで あ っ

た｡ 約 8年 間 で 家 族 員 数 は 24%増 加 し た が､ 家 族 1人 当 りの 所 得 (

農 業 と副業 を 含 む ) は 土 地 改 革 前 の 年 61･2元 か ら91･4元 へ と約 50%

増 加 した｡ 特 に 初 級 社 と比 較 して も､ 56年 に は 被 災 した も の の 所 得

は 減 少 しな か っ た｡

1人 当 りの 所 得 折 が 増 大 す る 中 で 生 計群 小 の 食 至哲 (自給 分 も含 む)

は ほ ぼ 不 変 で あ っ た が､ 被 服照 が 大 帽 に増 大 したC た だ､ 56年 は 災

害 の た め に 減 少 したC

こ こ で 12戸 の 生 活 状 況 の 変 化 を 考 窮 しよ う (Eg19-2参 照 )｡

土 地 改 革 前 は どの LLtl相 も家 計 が 赤 字 で､ 飯 米､ 衣 札 寝 具 が 不 足

して お り､ 9戸 は 毎 年 2- 4 ケ 月 分 の 飯 米 が 不 足 して い た｡ 1956年

時 点 で は 3戸 の ｢貴 殿 ｣ を 除 い て 不 足 も な く､ 蓄 え も あ る よ う に な

っ た と い う｡

消 群 財 消 井 の 状 況 を 図 か ら見 る と､ 食 品 は 穀 物 が 史 的 に十 分 に な

り､ 小 麦 の 比 虫 や 豚 肉 .実包卵 の 消 群 虫 が 増 加 して､ 全 体 的 に改 善 が

み られ る｡

例 え ば､ 土 地 改 革 前 は ｢春 節 (旧 正 月 一菅 沼 ) の 時 にや つ と和 白

し た 小 麦 粉 と卵 ･肉 を食 べ られ た が､ 現 在 で は 平 時 も食 べ る こ と が

あ る よ う に な っ た ｣ と い う｡

資 料 で は そ の 他 に 衣 料 購 入 の 増 大 一一 季 節 転 の 替 え 乱 柄 物 の 衣

服､ 婦 人 も の ス カ ー フ､ 寝 具 な ど 一一 や LiI宅 の 増 築､ さ ら に結 婚 す

る 世 相 の 相 加 な どが 報 告 され て い る｡

こ の よ う に､ 所 得 増 大 に伴 い社 員 世 印 の 消 光 生 酒 は 馴 tJ充 足 か ら

質 の 向 上 へ と 向 か い つ つ あ っ た｡ た だ､ 豚 肉 の 消 群皿 の み が 下 降 の
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図19-I社臭世帯の経済状況の推移
海倫県 採草高級社 12世帯
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図19-Z社鼻世帯の現物消費 ･脚人鳥
海倫県 採草高級社,指数:土地攻革前-1四
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証 :i.図rIlの数値は実数.

2.高級社における消費 ･蛸入居は沸査噴点のもので 1年に満たない数胤

資料 :図19-1に同じ｡
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一 途 を 辿 っ て い るが､ そ れ は ｢初 紺 合 作 礼 に な っ て か らは､ 国 家 の

豚 肉 の 割 当 口 付 けや 豚 の 伝 染 病 の 流 行 J が あ っ た た め で あ る｡ こ こ

で は 社 員 世 相 の 消 丹 増 大 と初 放 社 や 高 地 礼 の 経 営 状 況 の l対係 が 明 ら

か に さ れ て い な い 机 こ と豚 肉 に l対 して は 周 家 門 付 け が 社 員 の 消 梓

を抑 制 して い る こ と が 指 摘 さ れ て い る｡

以 上 が･ 12戸 全 体 の 状 況 で あ る が､ 次 に胎 屑 別 の 状 況 を 考 察 す る｡

図 19- 3は 各 階 屑 の 1戸 当 り所 得 教 の 変 化 を示 した も の で あ る が､

土 地 改 革 後 は ｢it戯 ｣ よ り も ｢新 (下 層 ) や 戯 ｣ の 所 得 の 伸 び の 方

が 高 くな っ て い る｡ だ が､ 1956年 に な る と ｢新 (下 層 ) や LB ｣ の ITr

得 は 低 下 して い る｡

表 19-仁 は 汗 料 に 記 載 の あ っ た ｢旧 (F層 ) 中 段 J と ｢貧 怨 ｣ の

土 地 改 革 前 と 高 級 社 で の 状 況 を 整 理 した も の で あ る｡ 荊 図 と併 せ て

み る と､ ｢旧 (下 屑 ) 中 脳 J は 所 得 の 伸 び こ そ 鈍 い が､ ま た高 級 社

の 設 立 に よ っ て 耕 地 と役 畜 の 出 資 高 配 当 が 廃 止 さ れ る と い う所 得 減

少 要 員 が は た ら い た が､ FTr相 は 増 大 し しか も ｢余 松 の あ る ｣ 生 活 を

送 っ て い る｡ そ の 理 由 と して 挙 げ られ た の が 家 族 労 働 力 が 3戸 で 1.

5人 増 加 した こ とで あ る｡

つ ま り､ ｢旧 (下 層 ) 中 農 ｣ と い う 宵 招 な 世 相 は､ 土 地 改 革 以 降､

耕 地､ 役 畜､ 家 族 労 働 力 に よ っ て そ の 豊 か さ を 支 え られ て お り､ 高

級 社 の 設 立 に よ っ て 耕 地､ 役 畜 か らの 所 得 は な くな っ た が､ そ れ 以

上 に 家 族 出 役 労 働 力 が 増 え る こ と で 所 得 減 を カ ヴ ァ ー した の で あ る｡

逆 に表 現 す れ ば､ 元 来 富 裕 で あ っ た 世 相 も生 産 手 段 が 共 有 化 さ れ た

後 は､ も は や 家 計 を耕地･ 役 畜 か らの ITl狩 に 依 存 す る こ と は で き な

くな り､ た だ 家 族 中 の 出 役 労 働 力 の 増 加 に よ っ て の み 所 得 増 大 を 図

れ る の で あ る｡

従 っ て､ ｢発 良 一 も恐 ら く ←新 (下 層 ) 中 戯 ｣ も生 産 手 段 が 共 有

化 さ れ た 上 に, 家 族 労 働 力 が 少 な い が た め に 所 得 の 伸 び も 止 ま り､

ま た 苦 し い生 酒 を 余 儀 な くさ れ て い る の で あ る｡

言 い換 え れ ば､ 12世 相 平 均 で 考 察 した､ 所 得 増 大 お よ び 生 活 水 準

の 質 的 向 上 は､ 主 と して 3戸 の ｢貧 農 ｣ を 除 外 し た 残 りの 9戸 に お

図19-3階層別の年所得脚多
海倫県 採草高級iL 指数:土地碩事前-1紺

_,-- i-1 二 二_i.こ､メ .
/

:,.-/i -警元志 朗47T=

k;措如-.48' 互助組(,49-53' 初級社(,54-55, 高級ll(.56

湖
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別
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証 :i.図rトの数値は実数｡ただし､各層については指数のデータが存在するのみ

であり､実際のIirT符節は不明｡

2.高級社での ｢IEl(下層 )中農 ｣の所得櫛のデータはないが､貨料中では増

加 したと古かれている｡

資料 :図19-1に同 じ｡



/cII3

表 19l i上地改革前と高級社 における階J醐 J世相概況

(海倫県 jHu郷 擁軍高級祉 12世仰)

土地改革前 高級t上

戸数 自作地 小作地 土地改革後所有地 設立時変化 家族労働力 生捕状況

旧中農 3戸 7.4ha 2.7 h a 小作地取得 地租 . 多い 余裕あ り

下層中農 0.56ha/人 馬准l廃止 +1.5人 個人別業順調

貿戯 3戸 Oha Oha 0.56ha/A 少ない 苦 しい家計赤字

幻料 :図 19-1に同 じ｡
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け る 変 化 で あ っ た と 思 わ れ る｡ そ して､ 高 級 社 が 設 立 さ れ て も こ う

し た 状 況 は 不 変 で あ っ た の で あ るo

B ) 高 級 社 に お け る 収 益 分 配 と 社 員 世 相 の 経 済 状 況

本 項 で は 呼 朋 県 長 嶺 高 級 社 と 双 城 烈 火 官 郷 3kT準 高 級 社 の 二

っ の 部例 か ら､ ま す 高 級 祉 設 立 後 の 祉 貝 世 相 全 体 の 就 菜 ･所 得 状 況

お よ び 家 計 状 況 を 考 察 し､ 続 い て 階 層 別 の 所 得､ 家 計 状 況 を 考 察 す

る｡

ま ず､ 呼 触 県 長 嶺 高 級 礼 に つ い て で あ る が､ 衷19-7‥ は 高 地 祉

設 立 前 の 1955年 と 設 立 後 の 56年 の 地 域 全 体 の 経 営 実 紙 と社 員 の 出 役､

所 得 及 び 家 計 状 況 を 概 栢 し た も の で あ る (鮎 11)｡

ま ず 収 益 分 配 状 況 で あ る が (表 中 ① )､ 金 物 の 伸 び で は 腿 業 税 が

最 も 商 い が､ 生 産 群 用､ ｢公 益 金 ｣ な ど の 控 除 部 分 が 圧 綿 さ れ て 祉

貝 へ の 報 酬 分 配 は そ の 比 塵 で も 増 え､ 金 輔 で も 生 産 鮒 と 同 権 度 の 伸

び を 示 し て い る｡

だ が､ 食 樋 の 現 物 分 配 状 況 を 見 る と (表 中 ② )､ 戯 業 税 -国 家 買

付 部 分 は ① の 農 業 税 の 伸 び 帽 以 上 に 増 え､ 肩 紐 祉 留 保 部 分 も 生 産 見

以 上 の 帽 で 増 え て い る (*)｡ 他 方 で 社 員 へ の 飯 米 分 配 は 微 増 に 留

ま り､ 全 体 に 占 め る 比 重 も 大 幅 に 下 が っ て い る｡

第 18草 で は 1956年 当 時､ 増 産 し た 地 域 で の 買 付 け は 増 産 部 分 の 40

% に と ど め る よ う 指 示 さ れ た こ と を 指 摘 し た が､ 長 嶺 高 級 社 で は 26

4,187kgの 増 産 分 の う ち 192,137kgつ ま り72%が 国 家 買 付 け に 振 り 向

け ら れ て い る｡ だ が､ 1956年 の 人 口 ⊥人 当 り飯 米 石目ま272･5kgと 55年

の ｢三 定 到 戸 ｣ 政 餌 の 際 の 規 定 (280kg) に わ ず か な が ら連 して い な

い (**)｡

*:1956年 に は 高 級 社 で は 種 子 が 10･000kg､ 予 備 食 鳩 が 3･000kg

留 保 さ れ て い た が､ 資 料 の 編 者 (中 共 熊 聴 江 省 委 員 会 ) は､ 食 絹

留 保 が 過 大 で あ る と評 価 し て い る｡

**:こ こ か ら 1 人 年 間 280kgと い う 基 準 は 増 産 の 場 合 に は 社 員 の
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裁19- 7高級祉および)tEILLT邦の経営､家計収支概況裁

(呼帆県 良鯛高級祉 )

1955年 1956年 対55iF 55年実紙 56年笑納
実姉 実損 増加率 捕成比 捕成比

①収益分配総生産慾i:元 130.945 144,105 116.10 loo.00 100.00

農業税 18▲041 21.774 l20.70 l3.78 15.LJ

紹控除 36,996 33.026 -川.80 28.25 22.90

報酬分配 75,908 89,305 I17.60 57.97 6Ⅰ.99

②食糧現物分配食柵生産崖:kg 642,927 907.日4 141.09 100.00 loo.00

うち税 .fl付 250,591 442.728 ◆76.67 38.98 48.8)

高級社別保 66,383 108.246 I63.06 10.33 ll.93

祉貝飯米 325.954 356.140 I 9.26 50.70 39.26

1人当り飯米 272.5

③社員出役状況男子山役数 :人 149 229 十53.69 85,91 83.88

1人当り日数 180 175 - 2.78

小計 26.820 40,075 l49.42

女子出役人数 88 154 l75.00

1人当り日数 50 50 14.09 )6.J2小計 4.400 7,700 I75.00

総出役日数 :日 31.220 47.775 I53.03 loo.00 loo.00

④社員所得報酬分配W目 元 75.908 89,305 fl7.65 loo.00 loo.00

うち 食棉 30.629 35.J8l +14.86 40.35 33.00

燃料 4.780 12ー166 日54.32 6.30 13.60

うち 現金 40.499 41,948 + 3.58 53.35 47.10

⑤社員現金収支税金支出:元 57.195 64.054 +ll.98

資料 :中共親権江省委員会川政貿易部組 r鮎福江省農村経所変化典型調査3,度摘 江

人民出版社.1958年,PP42-48.
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飯 米 消 群 を 抑 制 す る作 用 を 持 つ こ と が 伺 え る｡

こ の よ う に､ 長 禎 高 級 社 で は 生 産 臥 食 純 生 産 fnが和 え な が らも～

巌 業 税 ･国 家 削 寸部 分 と高 級 杜 の 現 物 留 保 の 増 大 に よ っ て､ 祉 Elへ

の 分 虎 の 伸 び が 小 幅 に抑 え られ て い る｡ そ の 上･ 社 員 の 出 役 状 況 を

見 る と (表 中 ③ )､ 男 女 共 に 高 級 礼 の 設 立 に よ っ て 出 役 労 働 力 が 増

ぇ て い る､ つ ま り労 働 力 の 軌貝 が 必 化 さ れ て い る｡ ま た､ 社 員 へ の

報 酬 分 配 敏 の 13.397元 (17165% ) の 相 加 の う ち､ 55% に 当 た る7･3

86元 は 燃 料 分 配 の 増 加 で 占 め られ て お り･ 特 にJR金 分 配 は わず か し

か 増 え て い な い｡ つ ま り､ 当 該 高 級 社 で は 社 員 の 出 役 を強 化 して 生

産 凧, 生 産 柵 共 に仰 ば しな が ら礼 日 の J-1Hr馴 ま内 部 相 成 の 朗 唱 一一 現

金 所得 の 比 屯 減 と燃 料 分 配 の 比 llijty1-- が 行 わ れ た指 腔 で､ mnt)に

は そ れ ほ ど増 え て い な い の で あ る｡

ま た､ 副 業 生 産 に つ い て 本 資 料 で は 数 値 が 示 さ れ て い な い も の の､

概 況 的 に は 説 明 さ れ て い る｡ つ ま り､ 削 孝､ 遊 馴 こつ いて は 胴 帯 頭

羽 数 は そ れ ぞ れ +5･4%､ +10･2% と増 大 した が､ 祖 卵 の 生 産 馴 ま1

2.7%減 少 し､ さ ら に副 産 物 加 工 に よ る ゴザ･ ム シ ロ編 み も減 少 して

ぉ り､ ま た副 業 生 産 絢 の 自家 消 群 率 も増 大 す る な どの 1㍍ 兄が紹 介 さ

れ て い る｡

与 え られ た 資 料 の 中 で 副 業 (個 人 お よ び 集 団 両 方 を 含 む )の こ う

した 変 化 を も た ら し た 要 因 を 考 え る な らば 央 B]農 作 業 へ の 労 働 力 動

員 が 考 え られ る○ す で に 第 16帝 の 個 人 別 業 に 関 して 指 摘 した よ う に､

高 級 祉 設 立 削 こ印 馴 乍削 こ従 事 して い た 男子 労 働 力 が tm な 成 人 男

子 の み で あ っ た とす れ ば･ 高 級 社 で は 老 人 や 婦 人 な ど副 菜 部 門 に 従

郡 して い た 労 働 力 が 軌 貝 さ れ､ そ れ が 副 菜 生 座 部 門 の 自給 生 産 規 模

ま で の 絹 小 を 招 い た 輩 因 と して 考 え られ る｡

他 方 で 社 員 の 現 金 支 出 は 増 え て お り､ 元 々 赤 字 で あ っ た現 金 収 支

は よ り感 化 して い る○ こ の 数 字 に は 自 留 地 経 営 な ど個 人 副 業 が 含 ま

れ て い な い か ら､ 高 級 祉 設 立 前 は 赤 字 部 分 は 個 人 副 業 の現 金 所 得 に

ょ っ て 補 映 さ れ て い た 可 能 性 が あ る｡ そ して､ 高 級 社 で は この 副 業
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か らの 現 金 所 相 が 縮 小 して 税 金 収 支 か ら見 た 社 員 の 耶 し向 き の 悪 化

が 発 現 し た の で あ る｡

た だ､ 双 城 児 火 宮 郷 Rr確 高 級 社 の 祉 日 の I1-r柑 状 況 を 見 る と (

表 19-8 )､ 長 嶺 高 級 社 の 機 合 と は 若 干 状 況 が 異 な っ て い る (註 12)

｡ ま す､ 高 細 祉 設 立 前 後 (1955年 と56年 ) を 比 べ る と､ 個 人 別 菜 所

得 は 大 幅 に削 減 さ れ､ 所 得 全 体 の 中 で も iL圭団 の 戯 作 男 山 役 報 酬 の 比

盟 が 9割 弱 を 占 め る ま で に な っ て い る｡ そ して､火 準 高 級 社 で は 戯

業 所 得 の 現 金 所 得 の 比盛増 大 と副 業 所 得 中 の 現 金 所 /I.Lf分 の 比 亜 低 下

に よ り世 相 所 得 全 体 で は 現 金 所 得 の 比 重 が 増 大 して い る｡

同 高 級 社 の 全 体 的 な 経 営 状 況 は 不 明 で あ る が､ こ の よ う に 高 槻 社

に よ っ て は 社 員 世 相 の 所 得 の 内 容 の 変 化 は ま ち ま ち に な っ て い る｡

* * *
しか し､ 社 員 全 休 の 就 業､ 所 得 状 況 が 高 級 礼 に よ っ て 異 な る と し

て も､ ま た 長 横 高 級 礼 の 場 合 の よ う に 社 員 の 報 酬 分 配 が 腿 業 生 産 へ

の 傾 斜 と収 益 分 配 及 び 現 物 分 配 に お け る 国 家 の金柑 買 付 け や 高 級 社

の 控 除 の 増 大 に よ っ て 全 体 と して 抑 制 さ れ て い た と して も､ 社 員 の

所 得 お よ び 生 酒 状 況 は 決 して 一 律 で は な か っ た｡

ま す､ 呼楓 県 長 領 高 級 社 の 資 料 で は 高 級 祉 設 立 後 の 階 層 摘 成 と

設 立 前 か らの 所 得 増 減 状 況 が 示 さ れ て い る (図 19-4参 照 )｡

ま す 高 級 社 の 221戸 の う ち ｢富 裕 中 農 ｣ ｢中 段 ｣ r貧 農 ｣ の 比 率 は

ほ ぼ 2‥ 6‥ 2で あ っ た｡ ま た､ 全 社 221戸 中 193戸 の デ ー タ に よ る

と･ 高 級 祉 設 立 後 6割 が 増 収 し､ 2割 強 が l-rr得 を 減 ら して い る｡ こ

の よ う に､ 高 槻 祉 全 休 で は 社 員 世 帯 は 所 得 が 僅 か な が ら増 大 して い

る 背 景 に は､ 祉 長日11日こは こ う した 差 異 が 存 在 す る の で あ る｡

さ れ に 同 図 か ら階 層 別 の 所 得 増 減 状 況 を 見 る と､ 所 得 が 増 大 した

世 符 は･ ｢貧 農 ｣屑 で 崩 も 少 な く ま た 階 層 中 に 占 め る 比 重 も 小 さ い｡

r中 段 ｣ は 世 相 数 の 収 も 多 い 階 層 で あ る が､ IVr得 が 増 大 し た世 相 の

比 東 も 6割 に 連 して い る｡ r富 裕 中 腰 ｣ は 世 相 数 と して は ←貧 農 ｣

とほ ぼ 同 じだ が､ 所 得 の 増 大 した 世 帯 数 も 多 く､ そ の 比 盛 も ｢中 段 ｣

とほ ぼ 同 じに な っ て い る｡ た だ､ ｢富 裕 中 Jil ｣ の LPに 所 得 が 不 変 で
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裁Jg一 宮社員ltl･門の所fitの変化

(双城以 火宙郷 如才郎石地祉 12位仰 )

a)所得源泉の変化

LU-叩総所得 農業所得 副業所得 個人別某所得

所得榊加平(対55年比) +14.5% +34.4% +13.2% -90.7%

所得川成高級祉設立前 100.0% 75.0% 25.0%

b)現金､呪物別川成比の変化

世相総所得 農業所得 糾誰lVr子!き

別物 呪金 現物 現金 別物 現金

高級社設立前 64.7% 35.3%74.2% 25.8% 40.7% 59.3%

高級祉設立後 45.9% 54.1% 49.9% 55.1% 56.8% 43.2%

資料 :中共即的二粥委員会財政貿易部編 鳩 Tll)工省尉 寸経消変化典型調創 ･鼎屯江

人民出版社,1958年,PP
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資料 :表19-8に同 じ｡
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あ っ た世 相 は 階 層 中 の 2.1% と他 階 層 よ り傾 蛸 に 小 さ く､ 所 得 増 大 か

減 少 の 二 つ に 分 か れ て い る特 徴 が あ る｡

本 帝 の こ れ ま で の 考 群 で は 家 族 ,3'L働 力 とは 遜 '# 族 人 口 の 多 罪 が 附

屑 差 を決 定 して い る こ と を示 して き た し､ 汗 料 で も ｢各 階 層 の 各 世

相 の 労 働 力 の 照 IEtに よ っ て 所 得 状 況 も 変 化 す る ｣ と され て い る｡

だ が､ こ こで 見 る 限 り各 階 層 に所 得 が 増 大 す る世 相 も あ れ ば 減 少 し

た世 帯 も あ っ た｡ こ の 点 は 検 討 を 要 す る の で 後 に 再 論 す る こ と とす

る｡

* * *
状 に高 級 社 の 社 員 世 相 の 家 計 状 況 を 考 察 す る｡ まず､ 長 嶺 高 級 社

が 不 明 で 1955年 に対 す る 増 減 状 況 は 指 数 で､ ま た 現 金 支 山 中 の 生 活

用 品 の 蛸 入 状 況 を 全 体 に 占 め る 百 分 比 で 示 し た｡ まず､ 現 金 支 出増

軸 は ｢寓 相 中 腿 ｣ が ず ば 抜 け て 高 いO ま た 現 金 支 LH中 の 非 生 活 用 品

購 入 (個 人 別 葉 桜 汗 分 を 指 す )の 比 率 は 全 階 屑 を 通 じて 大 差 は な い

が､ や は り ｢富 裕 中 段 ｣ が 多 くな っ て い る｡

さ らに 国｣9- 6よ り双 城 県 果 華 高 級 社 の 状 況 を 見 る と､ 世 帯 員

1人 当 りの 所 得 幼 と そ の 増 加 率 は 上 層 世 相 (= r富 裕 中 段 ｣ ) で 恩

も高 く､ 続 い て 中 層 世 相 (= ｢中 段 ｣ )､ 下 屑 世 相 (= r貧 農 ｣ )

の 順 に な っ て い る｡ ま た､ 現 金 の 保 有 状 況 を 保 有 世 帯 数 と そ の 保 有

秘 で 見 る と､ 硯 金 保 有 世 相 数 は 中 層 世 相 で 大 き く増 え て い るが､ 1

戸 当 り保 有 額 で は 上 岡 1旦和 で 増 加､ 中 屑 世 相 で 微 減 と な っ て い る｡

下 屑 世 相 は 現 金 を持 た な い こ と を 特 徴 と して い る｡

こ の よ う に､ 社 員 世 相 の 中 で は 世 相 は 所 得 仰 お よ び そ の 伸 び と現

金 支 出､ 現 金 保 有 な どの 家 計 状 況 は 密 指 に関 連 し･ しか も ｢富 裕 中

農 ｣ ｢中 農 ｣ r食 膳 ｣ と い う 旧 来 用 い られ て き た 階 層 区 分 概 念

に泊 っ て 明 確 に 階 層 差 が 存 在 して い る｡

こ こ で､ 階 層 別 の 生 活 状 況 を よ り立 ち 入 っ て 考 察 しよ う｡

盈⊥旦』 ⊥ に よ る と､ 各 階 層 の 生 活 水 準 と消 空日子軌 の 差 異 が 明 確 に

示 さ れ て い る｡ つ ま り､ 生 計 紫 の 内 容 で は r焚)33｣ か ら順 次主 食､



図19-5-階層別現金支出の変化
呼蘭県 長狭高級杜,単位 :Bi

池

_0

.0

的

印

杓

わ

れ

1 1 4- 3 ゝ

】Gl.LI l92.

97_6 98.I ､.2 97.El えニ+ .

頒 息, 平 息 1.嘉穂 平乳

巳 ti･i:tiJ･,(･エ･ r:_ijLl-:;叶 ･.さゝ

資料 :表19-と=こ同じ｡

図19-6 階層別所得､現金保有状況

双城県 東華高級ii単位 :元､戸
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資料 :表19-gに同じ｡
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裁19- 9社員世印の脚剛 性 描状況
(呼㈱県 長嶺高級祉)

階層区分 生計紫の内部偶成 現金支出の特徴

貧農 食欄ー燃料史支出 購入方法 :上兼品は必別 事に､安価

>工業品､副食品.約人貨 なものを尺挿入､長持ちさせる｡畑入時M :正月や節句に蛸入増大､通常は購入が少ない.

中農 食粗､燃料穀支LLi 偶人方法 :商品がJ占に迎ぷ と品質の

≧工業品､副食品支Lll*刑余■耶ー■ほどはfモ農より多い 良いものを細入する｡

缶裕中農 金紙､燃料封支出 欄人内容 :衣JJ臥 噌好uLIJ.F偶人が多く

<工業品 .刑企品支出 価格を気にしない偶人方法 :I.i;川手､現金を保有 し､

紘 :表中で言う工業品とは綿花､細れ 帽子一糸､靴下､手拭などの日用品を指す｡
貿料 :表19-8に同 じ｡
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燃 料 の 比 虫 が 減 少 し､ 副 食 品 や 工 業 品 (畑 入 消 乃 財 )､ さ らに 噌 好

品 へ の 支 出 が 増 大 して い る. ま た 現 金 支 LLlも そ の 保 有 Glに規 定 さ れ

て､ ｢分 崩 ｣ で は El絹 的 に は 節 約 さ れ, 正 月 な ど に 血 点 的 に 支 出 さ

れ る が､ ｢富 裕 中 段 ｣ に な る と現 金 支 山 が 日脚化 す る の で あ る｡

* * *

本 節 で は 主 と して 呼 蘭 県 長 嶺 高 級 社 の 弔 例 か ら社 員 世 相 の 全 体

的 経 済 状 況 と､ そ の 背 馴 こ存 在 す る世 馴 りの 階 屑 差 を 考 察 した｡ だ

が､ さ き に保 留 した 同 一 階 層 内 部 に お け る増 収 と減 収 の 差 異 が ど の

様 な 原 因 で 生 じ た の か が 店 後 に検 討 さ れ な け れ ば な らな い｡

本 章 の これ ま で の 考 察 を踏 ま え て 一 般 的 に 言 え ば､ ｢貧 農 ｣ は 家

族 労 働 力 が 扶 養 人 口 に 比 して 少 な い た め､ せ いぜ い 生 活 支 出 も規 物

中 心 しか も主 食､ 燃 料 な ど基 礎 的 部 分 の 消 iuLを充 足 す る程 度 で あ り､

な か に は 高 城 礼 か ら生 酒 補 助 を 受 け る 必 輩 の あ る 昭 屑 で あ っ たo そ

の 対 極 に あ る ｢笛 裕 中 段 ｣ は 家 族 労 働 力 も 充 実 し所 得 も 多 く主 食､

燃 料 消 焚 以 上 の 規 金 保 有 も 多 い 階 層 で あ り､ ｢中 段 ｣ は そ の 中 間 に

属 す る 階 層 で あ る｡

こ こ に 階 層 内 部 の 所 得 変 動 が 分 か れ る 点 を 考 慮 す る と､ 次 の 二 つ

の 要 因 が 考 え られ る｡ す な わ ち､ 第 1は 高 級 祉 設 立 に よ る 生 産 手 段

共 有 化 と い う 制 度 的 要 因 あ る い は Lu神 外 部 の 要 因 で あ る｡ 第 2は 世

帯 内 部 の 要 因 で あ る｡

第 1の 賓 匪=こつ い て は､ 前 節 の 家 族 労 作 型 世 相 お よ び 本 節 A)項

な ど で 考 察 し指 摘 し た こ と に 通 す る｡ つ ま り､ 富 裕 良 家 は 生 産 手 段

が 無 I只あ る い は 有 旧 で 共 有 化 さ れ た た め に･ 家 族 経 営 段 階 に あ っ た

個 人 副 業 所 得 の 可 鵬 性 や 初 級 社 に お け る ｢地 相 ｣ ｢馬 粗 ｣ 所 得 が 減

少 し た た め に 所 得 が 減 少 す る 場 合 が あ る｡ ま た､ この 要 因 に よ る 所

得 減 少 を 家 族 労 働 力 の 増 大 に よ っ て カ ヴ ア ー で き れ ば 所 得 は 引 続 き

増 大 す る｡ だ が､ ←地 組 ｣ ←馬 粗 ｣ な ど の 所 得 の 減 少 分 を 家 族 労 働

力 の 出 役 で カ ヴ ア ー 出 来 な い 場 合 に減 収 とな る｡

他 方 で､ 貧 困 世 相 の 中 で 所 得 が 増 大 す る も の が い る の は､ 高 級 社

か らの 所 得 分 配 の な か に ｢地 租 ｣ r馬 阻 → が ,ぎ!モくな っ た こ とで､ 出
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役 報 酬 分 配 に 振 り向 け られ る 部 分 が 増 大 して､ 彼 ら も そ の 恩 恵 に 与

っ た 場 合 で あ る｡

た だ､ こ の 安 国 は LLl役 労 働 力 自体 が 少 な い 分 納 LLT相 の 生 括 状 況 を

説 明 す る に は､ や や 説 得 力 が 落 ち る の で あ る｡

第 2の 要 因 は､ 各 階 層 の 中 に も家 族 ラ イ フ サ イ ク ル の 変 動 が 作 用

して い る 点 で あ る｡

富 裕 世 相 は 全 階 層 の 中 で 家 族 労 働 力 が 充 実 して い る こ と に 変 わ り

は な い が､ 例 え ば 子 供 が 次 々 と成 人 して 出 役 可 能 な 男 子 労 働 力 が 増

え つ つ あ る家 族 捕 城 が 発 展 期 に あ る世 帯 と､ 世 相 主 な ど 夕j子 労 働 力

が 老 齢 化 しつ つ あ る 後 退 畑=こあ る 世 相 と の Eiijで 所 得 増 減 の 分 岐 が 生

じる｡

貧 困 世 相 は 一 般 的 に家 族 労 働 力 の 少 な い世 相 で あ る が､ 一 方 で 家

族 労 働 力 の 一 層 の 減 少 (老 齢 化 な ど ) が 進 行 す る 朋 =ま所 得 が 減 少

し､ 他 方 で 家 族 労 働 力 が 増 え つ つ あ る 一一 例 え ば 子 供 が 神 助 作 業 な

ど に 参 加 で き る 年 齢 に通 し始 め る -一 世 m で は ITrl!=まJn大 す る の で

あ る｡

そ して ｢中 農 ｣世 帯 は 両 者 の 傾 向 が 交 錯 して い る脂 屑 で あ る と捉

え られ る｡

無 論､ こ こ に は 費 凶 世 相 内 部 の い わ ゆ る ｢底 辺 世 相 ｣や､ 第 17章

で 考 察 した 偶 務 果 税 世 相 の 閲 題目ま捨 象 さ れ て い る が､ 社 員 世 相 の 階

層 差 お よ び 所 得 増 減 軌 向 に は こ う した 二 つ の 要 因 が 作 用 して い る も

の と思 わ れ る｡

第 4節 本 草 の ま とめ 1- 社 員 世 相 の 階 層 差 の 意 味 -I

本 章 で は 高 地 祉 設 立 後 の 社 員 世 帯 の 経 満 状 況 と社 則 ijJの 胎 屑 差 の

意 味 を 分 析 して き た｡ だ が･ 資 料 上 の 制 約 か ら､ 貧 困 世 帯 に関 す る

一 部 の 資 料 を 除 け ば､ 高 級 祉 内 部 で 所 得 増 大 が 達 成 さ れ た 優 良 事 例

に偏 っ て い た こ とは 否 め な い｡ そ の た め､ 本 章 の 考 察 は 高 級 社 の 設

立 が 社 員 の 所 得 増 大 に直 1&如 何 な る影 響 を 与 え た と い う よ り も､ 高

級 社 に組 織 さ れ る こ と に よ っ て 祉 貝 世 相 の 削 芹的 再 生 産 メ カ ニ ズ ム

lDL占 ,

が 家 族 経 営 の 段 階 と どの よ う な 変 化 を 遂 げ た の か､ そ の 斐 因 の 析 出

に虫 き が お か れ て い た｡

そ こ で､ La後 に こ れ らの 点 に絞 っ て 生 理 を 行 う｡ 考 察 よ りiTLfられ

た 結 果 は 以 下 の 4点 で あ る｡

第 1は 高 級 社 の 設 立 に よ る 世 帯 経 済 へ の 影 響 の 応 も 大 き か っ た の

は､ 従 来 上 層 農 家 (= ｢富 裕 中 農 ｣ ) に 蝦 中 して い た 生 産 手 段 が 共

有 化 さ れ た こ と で あ る｡ そ の た め､ こ れ らの 眼 屑 に と っ て は 腿 業 生

産 は も ち ろ ん 役 畜､ 荷 車 な ど を利 用 して の 運 輸 副 業 に よ り所 得 を 増

大 す る 迫 が 閉 ざ さ れ た し､ 初 級 社 に加 入 して い た 世 相 で あ れ ば 耕 地

や 役 畜 の 収 支 高 配 当 ( ｢地 組 ｣ ｢馬 岨 ｣ ) が 無 くな っ て 所 得 が 絶 対

紙 で 減 少 す る こ と に な る｡ こ れ らの 生 産 手 段 は 他 方 で 家 計 ス トッ ク

と して の 意 味 も 持 ち､ そ れ は 特 別 な 山 狩 (冠 婚 卵 祭､ 被 災 な ど ) が

家 計 に 与 え る 衝 撃 を 穏 和 す る 役 割 も果 た し得 る の で あ り､ こ の 部 分

の 喪 失 も 長 期 的 に み た場 合 に 意 味 が 大 き い で あ ろ う｡

第 2 に Lu役 可 ljEな 家 族 労 働 力 を 擁 す る 世 引=ま､ 高 級 祉 が 年 帆 性

別 の 多 様 な 労 働 力 を 鎚 団 作 業 や 個 人 副 業 に う ま く配 iraで き る限 り に

ぉ い て､ 家 族 労 作 的 な 出 役 対 応 を 図 り世 相 所 得 の 増 大 を実 現 し得 る

可 能 性 を 持 っ て い た｡

第 3は ｢底 辺 世 相 ｣ に 象 徴 さ れ る家 族 労 働 力 の 少 な い 貧 困 世 帯 は

高 級 礼 の 設 立 後 も､ 娘 8日乍業 へ の 出 役 に 参 入 で き な い こ と か ら依 然

と して 存 在 して い た こ と で あ る. しか し､ 柘 細 礼 の 設 立 に よ っ て 制

度 的 に は 様 々 な 生 活 補助 を 受 け る こ と が 出 来 る よ う に な っ た｡ た だ､

生 括 補 助 の 原 貨 で あ る ｢公 益 金 ｣ が 高 級 社 の 経 営 状 況 に規 定 さ れ る

た め､ 必 ず し も 十 分 に給 付 が 保 証 さ れ る わ け で は な か っ た｡

第 4は こ う し た 社 員 世 符 を 社 内 つ ま り行 政 村 全 体 と して み る と所

得､ 現 金 収 支､ 生 活 状 況 の 水 準 お よ び そ の 憎 馴 人祝 に お い て 明 確 な

階 層 差 が あ っ た 点 で あ る○ そ れ らは 完 全 に家 族 労 働 力 の 多 臥 特 に

扶 養 家 族 人 数 と の 比 率 に よ っ て 規 定 さ れ る｡

っ ま り､ 直 系 二 世 代 あ る い は 申 婚 核 家 族 と い う 家 族 形 怨 が 一 般 的

で あ っ た とす る と､ 家 族 の ラ イ フ サ イ ク ル の 初 発 糊 に は 子 供 が 多 く
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貧 困 で あ る が､ 子 供 が 補 助 作 業 へ の 従 TJiあ る い は 成 人 して 盛 幹 的 作

業 に も 従 邪 で き る よ う に な る に辿 れ て JqTi次 中 位､ 上 屑 の 富 裕 な 世 相

へ と 上 昇 で き る｡ だ が､ 家 族 の 高 齢 化 が 進 む と逆 の 経 鞘 を 辿 っ て 下

降 し て い く こ と に な る｡ た だ､ こ う し た 過 程 の 途 中 あ る い は 終 末 に

寡 婦 世 帯､ 老 人 LIF相 が 発 生 す る こ と も あ り､ こ う した 世 馴 ま升 嗣 停

滞 の 状 態 に 留 ま り続 け る こ と に な る (図 19- 7参 照 )｡

無 論､ こ の 図 に は ｢貴 殿 ｣ 世 相 の 倍 務 累 椀 一一 生 産 手 段 共 有 化 資

金 な どの 負 倍 と 毎 年 生 じ る 家 計 赤 字 -- が､ 家 蔵 労 働 力 の 増 大 に よ

っ て 克 服 さ れ､ ｢中 農 ｣ さ ら に ｢富 裕 中 段 J へ の 上 昇 を 可 能 に す る

か 否 か は 保 証 が 無 い (*)o ま た ｢宮 裕 中 段 ｣ に 現 金､ 現 物 な ど の

備 蓄 が 高 城 社 な ど の 徴 発 に通 過 す る こ と な く保 存 さ れ れ ば､ 家 族 労

働 力 が 減 っ て も そ の 経 済 的 没 落 を 組 和 す る こ と も 有 り 得 る で あ ろ う.

同 園 で は こ れ らの 点 が す べ て 度 外 視 さ れ て い る が､ 社 員 世 相 の 経 済

的 地 位 の 変 動 は 基 本 的 に こ う し た 内 的 諭 項目こよ っ て 規 定 さ れ て い る

と考 え られ る の で あ る｡

*: 生 産 手 段 共 有 化 拝 金 の 割 り 当 て 負 担 か ら く る 負 債 の 発 生 を

第 17章 で は 地 域 間 移 動 を 含 む 旧 来 の 家 族 経 営 の 階 屑 移 動 の 中 断 の

結 果 で あ る と指 摘 した｡ 従 っ て､ こ の 点 を 完 全 に ,無 視 す る こ と は

で き な い｡

* * 栄

以 上 で 本 絹 の 分 析 を 終 え る こ と とす る が､ 本 絹 の 内 容 は 土 地 改 革

後 の 合 作 化 の 終 着 点 に 位 置 づ け られ る た め､ 本 絹 の ま と め は 小 論 全

体 の ま と め で あ る終 章 の 中 で 行 う こ と と す る｡

第 19章 引 用 註

註 1‥ ｢全 国 多 数 省 市 実 現 高 級 形 式 的 戯 某 合 作 化 ｣ 1956年 10月

28日･ 『農 業 典 体 化 重 要 文 件 溜 絹 (上 冊 ) 』, 1981年, P591.

註 2: 黒 竜 江 省 に つ い て は 『黒 海 江 農 業 合 作 史 』 p291.参 胤 全
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時間

証 :実線は家族労働力/家族人口の比率の基本的変動傾向を示す｡

点線は同 じく､基幹的労働力の死 亡などによる階層転落を示す｡

二点鎖線は一家族労働力の病気などによる一時的な減収を示す｡

一点鎖線 (右下)は老人世帯が､ その ままfi農屑 に留 まることを示す｡
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国 に つ い て ｢閲 於 退 社 和 大 社 f捌屈 (中 央 戯 村 工 作 部 簡 報 ) ｣ 1956

年 12月 6 El, 同 前 P655に よ る と､ 析 江 省､ 広 火 省､ 遼 寧 省 な ど の

｢退 社 ｣ の 状 況 が 報 告 さ れ て い る｡

註 3: r中 共 中 央 関 於 向 全 体 農 村 人 口 進 行 一 次 大 規 模 的 社 会 主

義 教 育 的 指 示 ｣, 1957年 8月 8臥 同 前 P700.

註 4‥ 以 下 は､ ｢黒 削 工省 副 省 長 干 傑 堅 決 繋 敗 右 派 分 子 対社
会 主 義 新 戯 村 的 癌 狂 進 攻 J, 鵜 奄 江 El報 1957年 8月 16El r熊 屯 江

省 第 一 期 人 民 代 表 大 会 第 六 回 会 誠 的 発 言摘 要 ｣ に よ る｡

証 5: 証 4に 同 じ｡

註 6‥ 以 下 は､ r一 個 勤 倹 的 農 民 家 庭 ｣, 巣 晦 江 E]報 1957年 3

月 26日 に よ るC

註 7: 以 下は､ ｢高 組 合 作 化 第 - 年 一一 安 和 入 社 前 後 J, 黒 海

江 日報 1956年 12月 14日 に よ る｡

註 8: 以 下 は ｢我 省 許 多 戯 某 社 在 秋 収 分 配 中 妥 酋 照 顧 老 弱 残 疾

祉 貝 ｣, ,V.屯江 日報 1956年 10月 28日 に よ る｡

註 9: 中 共 巣 屯 江 省 委 員 会 肘 政 貿 易 部 絹 『崇 碕 江 省 戯 村 経 済 変

化 典 型 調 査 』, 1958年, PP125-132.に よ る｡

註 10‥ 以 下 は ｢戯 民 生 括 歩 歩 上 昇 -海 倫 県 共 和 郷 擁 軍 祉 十 二 戸

越 民 家 庭 的 訪 問 ｣, 黒 竜 江 日報 1957年 4月 7日 に よ る｡

註 11‥ 以 下 は､ 証 9に 同 じ. 同 番 PP42-48.に よ る｡

誰 12: 以 下 は､ 同 前 PP に よ る｡
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終 巧 農 業 生 産 合 作 化 の 畑 結 と家 族 経 営

小 論 で は 農 業 生 産 合 作 化 が 農 村 に ど の 様 な 将生 産 メ カ ニ ズ ム を 創

り出 し､ そ れ が 土 地 改 革 で 創 設 さ れ た 家 族 経 営 に 如 何 な る経 音声的 影 IL

管 を 与 え た の か を､ 合 作 化 の 各 段 階 を 迫 っ て 分 析 して き た｡

本 終 穀 で は こ れ ま で の 分 析 で 得 られ た 結 論 的 部 分 を 盤 埋 して､ 合

作 化 の 限 界 を 明 らか に す る｡

そ れ は 合 作 化 の 帰 jj'点 た る 祐 級 もLに 対 す る 帥 仙 と して 行 わ れ る｡

そ の た め､ 単 な る 部 実 の 斐 約 に しか 留 ま らな い よ うなt 政 策 展 開 の

経 純 や 各 TLSl別解例 の 内 容 に つ い て は - 切 削 変 す る こ と とす る｡

窮 1節 高 級 礼 に 先 行 す る 繕 段 階 の 再 生 産 メ カ ニ ズ ム の 姿 約

A ) ｢北 浦 の 大 農 経 営 ｣の 再 生 産 メ カ ニ ズ ム

停 車 お よ び 窮 1章 で 考 察 さ れ た ｢北 浦 の 大 農 経 営 ｣ は 上 地 改 革 前

に お け る 果 屯 江 省 の 農 業 生 産 の 水 準 を 典 型 的 に示 した もの で あ る と

言 え よ う｡ I
l

序 章 で 触 れ た ｢北 浦 の 大 農 経 営 J に 閲 す る 先 rJ研 究 の 論 点 は､ そ

の 論 争 の 性 格 に 規 定 さ れ て､ 一 方 で は そ の 大 規 棚 雇 用 経 営 の ス ケ ー

ル メ リッ トの み を 強 調 し (佐 藤 武 夫 )､ 他 方 で は ｢北 浦 ｣の 農 業 生 ･

産 条 作 と ｢大 農 ｣の 大 家 JJ涙の 生 活 の 苛 烈 さ を ij戯調 す る (近 藤 康 男 )､

と各 々が 一 面 的 で こ の 二 つ の 側 面 の 関 連 が 把 握 さ れ て い な か っ た｡

第 1卓 で は こ の 点 が 考 察 さ れ た がー そ れ は 回 路 - 1に整 理 し た

通 り で あ る｡

｢大 農 ｣の 農 業 経 営 は､ 当 地 の 盛 粘 な 土 鳩 と限 られ た作 業 適 期 に
1

対 応 す る 形 で､ 役 畜 (局 )を 動 力 源 と し た梨 耕 組 作 業 柄 戊 と農 繁 期

作 業 を 乗 りC)Jれ る だ けの 稲 川 労 働 )Jを 擁 し､ 特 に 労 働 力組 成 の 面 で

効 率 的 な 経 営 を 確 立 させ て い た｡ だが､ こ の 膨 大 な 労 働 力 雇 用 の 必

要 と す る 労 賃 支 Ltiが 経 営 を Ij:迫 して い た｡

で は こ う し た 屈 川 経 営 が ｢大 農 ｣の 大 家 族 に如 何 な る生 活 水 蝉 を

保 証 して い た か に 日比を 転 す る な らば､ そ こ で は ｢二 重 家 計 慣 行 ｣ に

ょ っ て､ 一 方 で は 家 族 内 の 核 家 族 の 消 光 増 大 Jf力 か ら経 営 を 保 護 し-
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図 終11 ｢大農｣経営の円生産メカニズム (概念L3(l)
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他 方 で は 家 族 に 対 し て 家 財t 住 居 お よ び 並 木 的 な 生 引 封 を 保 証 す る

も の と し て 作 川 し て い た｡

彼 ら の 生 活 状 況 は 自 然 村 内 で も 叔 上 位 に 位 出 し て は い た が､ そ の

水 準 は 一 定 の 家 財 と 家 屋 が 備 わ り､ 他 の ｢小 農 ｣ 以 下 の 階 層 一 一 過

重 な 小 作 巌 負 担､ 家 計 赤 字 に 悩 ま さ れ､ よ り 良 い 屈 川一 生 描 条 件 喜

求 め て 各 地 を 流 転 す る 階 層 - - よ り は 安 定 し て い る と い う 程 度 の も

の で あ っ た｡

｢大 農 ｣ 経 営 に お け る 家 計 を 媒 介 と し た 大 規 模 経 営 と 大 家 族 の 生

泊 の 7u,7.外 な 低 水 蝉 の 仙 互 迎 IW は､ 地 )J収 奪 的 な ｢三 年 輪 戚 ｣ 農 法 に

謎 礎 付 け ら れ た 巣 砲 江 省 の 農 業 生 産 力 水 準 を 示 す も の で あ っ た｡

B ) 土 地 収 革 後 の 家 族 経 一首 の 朽 生 産 メ カ ニ ズ ム

土 地 改 7r1.は ｢北 柄 の 大 農 経 営 ｣ の そ の 物 的 経 IErjit出 を 桝 休 し､ ｢

大 農 ｣ の 周 辺 に 雇 用 労 働 力 と し て ま た 家 族 経 営 と し て 存 在 し て い た

｢瓦蔓農 ｣ 及 び ｢底 辺 世 滞 ｣ に 耕 地 を 分 け 与 え た｡

そ の た めー 土 地 改 苛 に よ る 家 族 経 営 の 物 的 経 常 益 公 は ｢大 農 ｣ よ

り遥 か に 劣 る こ と に な り､ 各 経 営 は 技 術 的 に 農 業 生 産 を 行 え な い ほ

ど の 規 機 に 零 細 化 し た｡ た だ､ そ の 零 細 性 と は 農 家 自 身 に と っ て は

耕 地 の 零 細 ･分 散 で は な く､ と り あ え ず 役 畜 と 農 繁 期 労 働 力 の 調 達

を 碓 保 す る 点､ そ れ が 焦 眉 の 誹 出 で あ っ た.

こ う し た 前 提 条 件 に 規 止 さ れ てー 新 た な 戯 溜 経 '苗 の 論 理 が 農 村 を

支 配 す る こ と に な っ た｡ つ ま り図 終 - 2 に 整 理 し た よ う な 家 族 労

作 経 営 の 再 生 産 メ カ ニ ズ ム で あ る｡

そ の 経 営 は 家 JJj;労 働 力 を 核 と し つ つ も､ 男 子 労 働 力 の r機 上 ｣ (

I)13･他 力 交 換 )や r州は ｣ (畜 力 交 検 ) に よ る 桃 完 を 技 術 的 に 必 要 と

し た｡ 他 方 で､ 臨 時 的 な 被 屈川一 組 槻 作 業 に 従 耶 で き な い 家 族 に よ

る 園 地 経 営 ･副 業 に よ っ て 多 面 的 な 所 相 に よ る 生 計 維 持 を 必 要 と し

た｡

彼 ら の 生 ほ は､ ま ず 端 13盲州 の 飯 米 を 碓 保 す る こ と を El雌 と し て い

た｡ そ の う ち､ 家 族 労 働 力 が 充 実 し そ れ に 比 し て 扶 養 家 族 も 多 す ぎ
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図 終-2 土地政市後の家族経営の帽生虚メカニズム (概念図)
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る こ との 無 い 農 家 はt 流 金 蓄 横 を 進 め 役 畜 の 細 入 や 伯 地 に よ っ て そ

の 経 営 規 機 を 拡 大 す る こ とが で き た｡ 一 部 に は稲JT)を 始 め る も の も

あ っ た｡ だ が一 地 方 で 家 族 労 働 力 が 不 足 す る 農 家 は ｢底 辺 世即 ｣ を

含 め て ･lfi凶 停 洲 " あ る い は 再 び 地 域 IuJ移 動 を 始 め る こ と に な っ た｡

土 地 政 市 後 に 山 fliした 稲 川 経 営 は､ 技 術 的 に は 上 地 政 市 で 耶 休 し

た畜 力 組 作 光 幣位 を 1年辿 す る 方 向 を 持 っ て は い た が､ そ れ は あ く ま

で も 家 族 労 作 経 営 の 論 理 の 枠 内 で 屈 側 し て い た｡ つ ま り､ 家 族 経 営

の 分 解 に 見 られ る よ う に､ 農 業 の 経 営 屈 l詣=ま家 族 ラ イ フ サ イ ク ル の

中 で 変 動 す る 家 族 労 働 )Jの 多 寅 に よ っ て 左 右 さ れ る の で あ るC

こ の 展 開 の 延 長 線 上 で 旧 来 の ｢大 農 ｣ ｢小 段 ｣ の 大 親 機 な 年 屈 経

営 に 移 行 で き る か ど うか は､ 部 実 と し て は 立 証 さ れ 糾 な か っ た｡ む

し ろ､ 土 地 攻 嘩 直 後 か ら始 ま っ た 合 作 化 に よ る経 消 rl'.)･社 会 的 混 乱

が 進 行 し て い た の が 実 旭 で あ っ た｡

C )互 助 組 段 階 の ftl生 産 メ カ ニ ズ ム

共 産 党 が 主 沸 した 合 作 化 は まず は 互 助 組 の 組 織 化 と して 始 ま っ た｡

そ こ で は､ 家 族 経 営 を 対 象 と して 農 繁 期 を [F'心 と す る 共 同 作 業 に よ

り ｢大 農 ｣の 畜 力 組 作 業 の 再 建 を 目 指 す と い う技 術 的 El標 が 立 て ら

れ た｡

図 終 - 3 に 見 る よ う に､ 互 助 組 の 組 織 化 は 食 掘 生 産 に お け る 娘

約 的 な 増 産 技 術 の 皆 及 を 作 っ て行 わ れ た｡ こ れ が､ 上 地 改 革 後 に 始

動 し た 家 族 労 作 経 営 の 労 働 力､ 生 産 手 段 利 川 を 初 歩 的 に 再 網 し た｡

そ の 節 1の 特 徴 は､ 婦 人 の EE]喝 労 働 jJと し て の 動 員 にii-q著 に み ら

れ た｡

食 粗 tLl.･産 技 術 の 採 用 は まず 農 緊JlJ】作 業 の 強 化 と して 現 象 し､ そ れ

が 新 た な 労 働 力 と し て の 婦 人 の 農 作 業 従 部 を 必 要 と し た｡ 従 来､ 家

･jt労 働 に 専 従 LEd6･J作 業 に殆 ど 参 加 しな か っ た婦 人 を 出役 させ る こ

と は､ 農 家 に と っ て は 家 部 労 働 を 中 心 に 家 族 労 働 力 綱 成 を 大 き く変

ぇ る 意 味 を 持 っ て い た｡ そ の 方 法 は バ ラ エ テ ィー に 宙 ん で い るが､

例 え ばー 仕 切 を 終 え た 9ヨ子 や 手 の 空 い て い る 児 並 に よ っ て 家 事 を 担

j
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図 終-3 互助組段階の持生産メカニズム (概念LISL])

互 tlju組

捕成員農家労働力

基節的作IX; ;柵助作X

用成員農家

ト タ3子労働力う

=男子労働力 :r=婦人労働力← 出役 ← 婦人労働力う 家が労働
児童 う

集約的増産技術

柵武fl農家所有役畜

*互助組作業他所得

①現物所得 (白和地)
旬労rl所得

③役畜作業料

一十 *共同作業地朝川
(∋労il
②役割 乍業料

う労賃決済負担過重

十労働jJ軌貝 →端Jji)UJ飯米碓保

当 さ せ る 挑 み が な さ れ た｡

邪 2 に 互 助 組 の 共 同 作 男 で は､ 戯 家 fulの 習 trHIJt)な 無 償 の 労 働 力 交

換 と は 過 っ て､ 労 iiお よ び 畜 力 作 業 料 を 季 節 痔 に 決 済 す る 方法 が 採 I■

用 さ れ た｡ そ の こ と は一 家 族 経 営 内 部 や 既 存 の 労 働 力 交 換 で は 計 訂

さ れ な か っ た 労 働 難､ 畜 JJ井 が 柴 川 化 す る こ とを 意 味 して い た｡ 農

家 間 で 仙 殺 さ れ な い 部 分 に つ い て は 税 金 決 子弟さ れ る こ と に な る た め､

特 に 端 lfHUIの 飯 米 も 不 足 す る よ う な /'lLua家 に と っ て は 過 虫 な 負 担 を 強

い る も の で あ っ た｡

こ の こ と は､ 旧 来 の ｢大 農 ｣の 技 術 水 畔 の 門 JTtに は 屈 川 労 賃 を fl

担 し得 る 経 晴 的 基 盤 が 存 在 し た こ と､ 畠 返 せ ば 互 助 組 に よ る ｢大 農｣

の 技 術 水 準 の 再 建 はt そ こ で 発 生 す る労 賃 ･畜 力 作 業 班 を 負 担 し得

え な い 当 時 の 家 族 経 営 の 経 消 水 準 を 露 呈 し た こ と を 意 味 す る｡

互 助 組 馴 皆の 農 業 政 策 の 中 で い ま一 つ 重 要 な の は､ 冬 季 別 業 の 組

織 化 で あ る｡ そ れ は､ 端 JLHuの 飯 米 が 不 足 し､ 翌 年 用 の 種 子､ 飼 料

も 確 保 で きな い よ う な 農 家 に 対 し て､ 別 業 に 参 加 させ る こ とで こ う .

した 米 用 を 補 填 させ る こ と と､ 同 時 に 貴 馴 こよ る 移 住 と斧 由 農 家 の

J所 有 地 の 耕 作 欣 幸 を 析 止 す る こ との 2つ の 意 義 を 有 して い た｡

D )初 級 社 の 再 生 産 メ カ ニ ズ ム .

初 級 社 は 16歳 以 上 の 男 女 を 社 員 = 出 役 労 働 力 と し､ 各 Lu-帯 か ら 出

貸 さ れ る 生 産 手 段 を 統 一 利用 す る 農 実 経 営 組 織 で あ っ た｡

初 級 社 に は 次 の 高 級 社 とか な り共 通 し た 聞 出 が 発 生 して い た と 見

られ るが､ 初 級 社 の 設 立 過 程 は 瞬 くELりに 高 級 祉 の 設 立- つ な が る 急

激 な 変 軌 の 時 州 で あ っ た た め､ 家 族 経 営 の 合 作 化 に対 す る 抵 抗 と レナ

う側 面 が 主 と し て 分 析 さ れ た｡

初 級 社 の 組 織 体 制 と社 員 農 家 と の 関 係 は 匡L 終 --1 に整 理 した 退

りで あ る｡

ます 互 助 組 同 様､ 初 級 JJ.で も共 約 的 な 食 樋 増産 技 術 が 採 用 され 開

削 乍業 に 参 加 す る労 働 力 の 77ri安 が 増 大 し たが･ そ こ で は 初 級 札 が 妙

な る 共 同 作 業 組 縦 で は な く経 営 体 で あ る こ と に起 因 して､ 異 質 な 問



凶 終-4 IJ)級礼の再Jl産メカニズム (Jlit念L3<1)
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IL,B~

血 が 発 Ji して い た｡

こ の 点 は､ 労 働 点 数 に 応 じ た分 配 制度 と生 産 手 段 の 出 i3高 配 当 制

度､ さ ら に 初 級 社 が LjiJ家 の 金 権 増 産 ･買 付 政 策 に 直 接 統 制 さ れ て い

る点 に あ っ た｡

ま す 労 働 点 数 制 度 の 間 脳 は 点 数 媚 1'!j=の た め に作 光 の 質 が な い が し

ろ に さ れ る こ と で あ っ た｡ そ の 対 誰 と して は 作 業 グ ル ー プ (作 業 組 )

の 中 で､ 事 後 的 に作 兼 の 質 を 相 互 に 評 価 しあ い､ 脇 誠 を 経 て 各 々 の

当 日 の 点 数 を 記 録 す る と 言 う も の で あ っ た｡ こ の 方 法 は､ 同 じ男 子

労 働 力 で も技 能 の 憧 れ た もの と劣 っ た も の と を 区 別 す る も の で あ っ

た た め､ 山 役 労 働 力 の 反 発 を 発 生 させ た｡

ま た､ 婦 人 や 老 人 の Lu役 も 男 子 労 働 力 の 反 発 を 以 っ た. 作 業 能 力

が 劣 る彼 らを 作 業 に 従 弔 させ､ さ らに 労 働 点 数 の 配 分 に あ づ か らせ

る こ とは､ 弟 子 の 所 持 の 減 少 に結 架 す る と さ れ た か らで あ る.

次 に､ 生 産 手 段 の 出 資 高 配 当 制 度 に つ い て で あ るがー 特 に役 畜 は

上地 改 革 後 は 訪 裕 農 家 の 農 業 及 び 副 業 (運 輸 業 ) の 重 要 な 動 力 源 と

な っ て い たが､ そ れ を 単 な る 出 資 高 配 当 を 受 け る 権 利 に 転 化 さ せ て

し ま う こ と はt 彼 らの 反 対 に 逝 迎 す る こ と に な っ た｡

ま た 収 益 分 配 制 度 で は､ 祉 貝 の 所 得 は 生 産 費 用 や 利 潤 部 分 ( r公

捕 金 ｣ ｢公 益 金 ｣ ) な ど の 残 余 と して 決 定 さ れ る｡ 当 時 初 級 社 に 与

え ら れ た 金 柑 生 産 引 IL崎は 安 定 多 収 行目乍物 で あ る トウモ ロ コ シ で あ.っ

たが､ こ れ は 他 の 小 炎 や 大 豆 に 比 して 国 家 の Inl付 仙梢 が 低 く､ こ の

二 つ が 社 員 の 所 持 増 大 を 限 非 付 け て い た｡

さ ら にt 1953年 か ら開 始 さ れ た 会 場 の ｢統 一 買 付 ･統 一 配 給 ｣制

度 や 1955年 の ｢三 定 到 戸 ｣制 度 の 下 で は､ 社 員 の 留 保 す る 金 権 は 顔

米 部 分 に 限 られ て い た｡ そ の た め､ 農 家 は 余 剰 分 を 肘 黙 して 現 金 が

必 要 に な っ た ら そ れ を 版 売 す る と かー 飯 米 が 不 足 した 際 に種 子 分 を

飯 米 に 回 す と か 言 っ た現 物 所 得 の 処 分 ･運 用 を 禁 じ られ る こ と に な

っ た｡ さ ら に､ 初 級 祉 内 部 に 飯 米 不 足 農 家 が 発 生 した 場 合 に は 僅 か

に 残 さ れ た余 裕 分 も､ 不 足 農 家 の 枚 折 の た め に供 出 す る こ とを J74Zい

られ て い た｡
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こ う し た 初 級 社 の 聞 出 点 は､ 経 営 形 旭 の 側 l巾か ら次 の よ う に 耶 釈

で き る｡ 初 級 社 の 経 営規順 は IL]｢大 農 ｣ の 稲 川 経 営 と比 較 す る こ と

が 可 能 で あ る｡ ｢大 農 ｣ の 場 合 に砧川 さ れ る 労 働 力 は 農 作 業 に 適 応

で き る 男 子 の み で あ r)､ 婦 人 や ｢底 辺 LLr叩 ｣ は そ の 屈 川場 面 か ら は

疎 外 さ れ て い た｡ ま た､ 利 用 され る生 産 手 段 は ｢大 農 ｣の 保 有 す る

もの で あ り､ 屈 lr7労 働 力 か ら捕 り入 れ る も の で は な か っ た｡ さ ら に､

雇 用 労 働 力 は ｢大 農 ｣の 経 営 リス クを 負 う こ とは あ り指 すー 労 rl香

受 け 取 る だ け で､ 経 営 リス ク ーー 労 賃 負 担 や 農 産 物 価 売 の リス ク な

ど -- は r大 農 ｣が fiう も の で あ っ た｡

しか し､ 初 級 社 の 場 合 に は 社 員 に は 16歳 以 上 の 93女 す べ て が 含 漢

れ､ 彼 ら は 出 役 労 働 力 で あ り､ 生 産 手 段 の LL',ft者 で あ り､ 同 時 に 経

営 リス ク を 負 う もの で あ っ た｡

そ の 背 ftに は､ 初 級 礼 が 浦川 経 営 や 伯 地 経 営 と い う方 式 を と らず

に大 規 損 な 生 産 手 段 の 利 用 を 金 権 増 産 の た め に 軌 fiす る に は､ 土 地

改 革 後 の 家 族 労 作 経 営 の 保 有 す る 労 働 力 や 生 産 手 段 を 丸 抱 えせ ざ る

を 得 な か っ た軒 隅が あ る｡ そ れ は 家 族 労 働 力 の 年 齢､ 性 別面 の 多 様

性 と生 産 手 段 保 有 の 面 で 見 た 農 家 の 階 層 差 を 組 織 内 部 に 取 り込 む こ

とを 意 味 して い た｡

従 っ てー 初 級 祉 内 部 に 発 生 した 上 記 の 緒 聞 出 は､ 一 義 的 に は 家 族

経 営 に お け る就 業 と所 得 迎関 を 解 体 し よ う と す る こ と に 対 す る 農 家

の 反 抗 と 評 価 で き る し､ さ ら に は 階 層 差 =経 営 展 開 の 方 向 や 生 招 水

準 の 差 異 を 特 に 古 格 農 家 に と っ て 不 利 な 会 規 増 産 に 押 し込 む こ と に

対 す る摩 擦 と考 え る こ とが で き る｡

た だ､ 初 級 礼 は 必 ず しも 一 つ の 自 然 村 の 全 て の 農 家 を 組 織 す る も

の で な か っ た し､ ま た鵜 穐 江 省 の 農 家 組 織 率 は 195岬 末 で も 3割 強

に過 ぎ な か っ た｡ 従 っ て､ こ の 時 juの 間 脳 は ま た･農 村 全 休 を 規 定 す

る も の で は な く､ 多 くの 農 相 に と っ て は 高 級 礼 が 設 立 さ れ て は じめ

て発 生 す る も の で あ っ た｡

弟 2節 結 論 1- 良い晦 江 省 に お け る 高 級 jLの 生 産 力 と家 族 経 営

IL'シb

1956年 上 半 期 に 船 穂 江 省 全 域 で 一 気 に 設 立 さ れ た 高 級 社 は､ 行 政 村

神 位 と そ れ ま で に無 い ほ どJi:範 囲 を 組 蛾 対 象 と し た こ と､ 生 産 手 段

が 基 本 的 に 共 布 化 さ れ た こ と の 2点 を 崩 大 の 制 度 的 特 徴 と して い た｡

高 級 社 の 経 営 管 理 の 制 度 的 状 況 を 見 る な ら ば､ 図 終 - 5の 左 側

に示 した よ うな r凶 包 ｣制 度 と､ そ の 遂 行 が IU初 級 祉 あ る い は 自 然

村 を 坤 位 と して 設i荘 さ れ る生 産 隊 に謂 け 負 わ れ る 体 制が､ 高 級 社 の

経 営 を 司 る基 本 的 シ ス テ ム で あ っ た｡

他 方 で､ こ れ まで 鮒 分 的 に 実 験 と普 及 が 試 み られ て き た 食 機 増 産

技 術 が 地 力 収 雅 的 な ｢三 年 輪 栽 J農 法 の 淡 約 的 改 良 を 図 る 技 術 と し

て 体 系 化 さ れ､ こ れ が 高 級 社 を 対 象 に 皆 及 さ れ た｡

以 上 の ｢四 包 ｣制 度 に よ る 生 産 隊 の 生 産 管 理 シ ス テ ム と多 耕 ･多

肥 と肥 培 管 理 の 強 化 を 特 徴 と す る 改 良 技 術 とが､ 高 級 礼 の 再 生 産 メ

カ ニ ズ ム の 11･栢 とな り､ そ れ は 50咋 代 の 合 作 化 の 似 非 を 示 す 高 級 礼

の 経 営 間 組 の 原 因 と な っ て い たの で あ る｡

そ も そ も 改 良 技 術 の ポ イ ン トは､ 柳 起､ 施肥 に よ っ て 各 作 物 を 在

来 の 三 年 輪 作 体 系 か らC))り離 す こ と､ 実 際 に は 多 収 塵 作 物 で あ り か

っ 手 間 の か か る 中 耕 作 物 で あ る トウモ ロ コ シ の 増 産 政 策 を 実 現 す る

こ と に あ っ た｡

しか し､ 改 良 技 術 の 瞥 及 に よ っ て 農 繁 期 の 労 働 ピー クが 異 常 に 高

ま っ た｡ そ の た め 高 級 社 で は 高 ま っ た 労 働 稲 費 お よ び 畜 力 需 要 に 対

応 で きず､ 季 節 作 文 の 通JUJ内 完 成 が 遠 戚 で き な い 部 膳 が 普 過 的 に 発

生 し た｡

こ の 強 化 さ れ た労 働 )Jと畜 力 投 入 に よ っ て 食 樋 生 産 コ ス トが 格 段

に 高 ま っ た｡

加 え てー ｢四 包 ｣ 制 度 が 生 産 隊 の 生 産 描 動 を 捕 密 な ノ ル マ に よ っ

て 確 実 に 実 rJL､ そ れ を 労 働 点 数 の 配 分 に反 映 さ せ る た め､ 各 作 業､

各 作 物 お よ び 各 l威喝 別 の コ ス ト計 53:を 必 要 と した｡

農 法 の 改 良 と ｢凶 包 ｣制度 に よ る生 産 管 理 は 多 収 居 食 根 作 物 の 増

産 の 方 向 に 高 級 社 の 再 生 産 メ カ ニ ズ ム を つ な ぎ止 め る もの で あ っ た

が､ そ れ は 同 時 に作 業 歴 の 増 大 と単 相 の 外 部 化 に よ る 食 槻 生 産 コ ス
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図 終-5 高級社の111iiLi産メカニズム (概念rSLJ)
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トの Rl.'大 を 結 束 し た｡

そ れ は 収 益 分 配 に お け る 生 産 紫川 (翌 年 川 の 梯 子､ 飼 料 ) と 利 潤

部 分 ( ｢公 禎 金 ｣ と ｢公 益 金 ｣ ) の 控 除 と社 員 へ の 出 役 報 酬 分 配 と

の 対 抗 と して 規 毅 し て い た｡

こ れ は 高 級 社 の 農 半 生 17と力 の 水 手性が､ IEl米 の ｢大 農 ｣.経 営 に お け

る 布 川 労 11負 担 に よ る 経 営 の 圧 迫 と 同 じ水 畔 に 依 然 と して 留 ま っ て

い た こ と を 想 超 さ せ る も の で あ る｡ そ の 根 底 に は､ 両 方 の 馴 き=こ共

通 す る 技 術 水 準 一一 役 畜 を 軌jJ源 と しか つ 手 作 業 に 依 存 す る技 術 水

準 - - が 存 在 し て い た｡ 言 い 換 え れ ば､ こ の 技 術 水 唯 は IU米 の r大

農 ｣ 経 営 の よ う な 経 営 規 棚 で 技 術 的 な 効 率 化 を 発 押 し得 た と し て も､

他 方 で は 雇 用 労 か こ代 表 さ れ る よ うな 経 営 コ ス トの 過 度 の ;担在 化 に

対 し て は 経 洞 的 負 JiijJの 梅 め て 脆 弱 な も の で あ っ た｡

た だ､ 高 級 社 の 特 徴 は､ 生 産 削 口 ･利 潤 と 社 員 所 持 の 娘 合 が､ 前

者 を 億 先 さ せ る 形 で 処 理 さ れ る 賜 合 が あ る と い う 点 で あ るo こ れ が､

黒 滝 江 省 に お け る 高 級 社 の 農 業 生 産 力 と 農 家 の 所 得 増 大 の 限 界 で あ

っ た｡

* * *

他 方 で 高 級 社 は 上 地 改 71Eで LIIJ設 さ れ た 生 産 手 段 の 私 有 制 を 制 度 的

に 解 体 す る も の で あ っ た｡ こ れ は 土 地 改 革 以 来 の 家 族 経 営 の 階 層 移

動 の 論 理 を 根 本 的 に 改 変 し た｡

節 1は ｢三 角 偵 ｣l:り馴 こ象 徴 さ れ る 共 有 化 iT金 負 担 の 割 り 当 て に

ょ る 偵 務 親 機 世 神 の 発 生 で あ る｡ 第 2の 問 監=ま社 員 世 印 の 所 得 が 僅

か な 個 人 別 業 を 除 け ば､ 高 級 礼 の 災 B]作 業 へ の 出 役 労 働 報 酬 に 切 り

縮 め ら れ た こ と で あ るo そ の た め､ 彼 ら の 生 摘 水 準 お よ･び そ の 世 補

間 の 階 屑 差 を 決 定 す る 要 因 が 変 化 し た.

前 者 に つ い て 言 え ば､ 偶 祷 累 横 LLr帯 の 多 く は 元 よ り共 有 化 す べ き

生 産 手 段 を 殆 ど 持 た な い f相 世 帯 で あ っ た｡ 彼 ら は 十 分 な 生 産 手 段

を 持 た な か っ た が､ 従 来 で あ れ ば 家 族 ラ イ フ サ イ ク ル の 1]で 労 働 力

が 増 大 す れ ば､ IyT得 増 大 に よ り暫 時 的 に 生 計 を 立 て 直 して ゆ く こ と

が 可 fl･Eで あ っ た し､ 資 金 苔 桃 が 可 能 で あ れ ば 梢 人 な ど に よ っ て 必 要



/D担

な 物 的 経 営 韮 収 を 装 備 す る こ と も 可 能 で あ っ た｡

だ が 高 級 社 で は､ 彼 ら を して こ う し た プ ロ セ ス を 経 ず に 一 足 飛 び

に共 有 化 さ れ (=生 産 手 段 の 利 用 に 与 れ る よ う に な っ た｡ そ の 見 返 り

と し て共 有 化 泣 金 の 削 り 当 て が 一 度 に 自 イ1●iと な っ て 形 成 さ れ た の で

あ っ た｡ 結 局 の と こ ろ子音凶 uL一絹 に と っ て ど ち らが イ‖叫か 区 別 の つ か

な い 状 況 に 逝 か れ る よ う に な っ た の で あ る｡

後 者 に つ い て はー 生 産 手 段 を 豊 富 に 持 っ て い た 富 裕 農 家 と労 働 力

が 欠 如 して い る た め に 耕 地 の 接 し付 け を 通 じて 小 作 料 収 入 で 生 計 を

立 て る しか な い 貴 しい世 相 と に 大 きな 影 響 が あ る｡ だ が､ 両 者 を 比

較 す る と か な り状 況 が 異 な る｡

富 裕 農 家 の 特 徴 の 一 つ は 家 族 労 働 力 の 豊訂 さ で あ る か ら､ 彼 ら は

高 級 社 の 巾 で も 個 人 別 業 を 含 め た 家 族 労 作 的 就 業 を 通 じて 当面 は 余

裕 の あ る 生 泊 を 維 持 す る こ とが で き る｡ 他 JJ-で､ 小 作 料 収 入 に 依 存

して い た 世相 で は､ 高 級 社 に 加 入 す る と 一 切 の 収 入 源 が yrた れ る 訳

で あ るか ら一 挙 に貧 困 世 帯 に 転 籍 す る こ と に な る｡

だ が､ 全 世 群 に共 通 してー も は や 東 金 吉 相 を 通 じて 生 泊 を 安 定 さ

せ る こ との で き る程 度 の 経 営 基 盤 (耕 地､ 役 畜t 農 具 )を 独 自 に 拡

充 す る機 会 は 奪 わ れ て お り､ そ の 家 族 の ラ イ フ サ イ ク ル に お い て 労

働 か の 老 齢 化､ 死 亡 あ る い は 扶 養 人 U の 増 大 の 局 面 に 適 し た 場 合 に

は･ 出役 報 酬 に よ る生 計 維 持 の 迫 は 断 た れ 例 外 な く貿 国 状 1Liに 汚 ち

込 む こ と に な る の で あ る｡

総 じて､ 高 級 社 が 行 政 村 単 位 で 農 家 を uflい 込 み､ 生 産 手 技 の 共 有

化 に よ っ て 家 族 経 営 の 階 屑 移 動 の 一 つ の 契 機 を 止 揚 し た こ と は､ 社

員 LLr帯 の 生 沼 を 長 期 的 に は か え っ て 不 安 定 に す る も の で あ っ た｡ こ

の 点 は 鼎 砲 江 省 に 限 らず､ 高 級 社 に組 織 さ れ た 家 族 経 営 す べ て に 共

通 す る も の で あ ろ う｡ 高 級 祉 設 立 後 に 全 国 的 に発 生 し た脱 退 現 象 は

こ う した影 響 の 一 つ と見 る こ とが で き る｡

* * *

以 上 の 合 作 化 に 関 す る 総 括 か ら､ 瓜 後 に家 J,i経 営 の 威I川の 可 能 性

に つ い て 総 括 し よ う｡

/i,YV,

第 1に､ 土 地 改 革 後 の 家 族 経 営 は､ 戯 米 生 産 が 家 族 労 作 的 な 生 計

維 持 ･安 定 化 の た め の 禎 合 経 営 の 一 部 門 と し て 位 Elづ け られ る よ う

に な っ た｡

第 2 に 家 族 経 営 の 状 況 はー まず 労 働 jJ交 換 や 畜 力 交 換 を 通 じて 暫

時 的 に端 L3!州 の 飯 米 不 足 を 那 決 す る こ とが 必 安 な 水 をtP=に あ っ た｡ 農

業 経 営 の ネ ッ ク は､ 耕 地 の 零 細 .分 胎 よ り も役 畜 の 不 足 と農 繁 期l労

働 力 の 不 足 で あ っ た が､ 役 畜 な ど を 蛸 入 で き る よ うな 家 計 余 剰 は こ

の 飯 米 不 足 の 解 決 を 前 提 と して 発 生 す る の で あ る｡

第 3 に､ 加 え て 家 族 労 作 経 営 は 不 可 欠 な 馴 漢 や 被 稲 川 な どの 就 業

条 件 を 必 姿 と し て お り､ 総 じ て 家 族 経 営 の 誹 比 は 旧 米 の ｢零 細 農 ｣

の よ うな 急 迫 版 元 状 況 に 陥 ら な い よ う に す る こ と で あ っ た｡

第 4に､ 家 族 経 営 が こ う し た条 件 を 整 え る まで の 過 程 はー 中 瀬和

排 次 氏 の 5-う ｢低 水 難 均 衡 の わ な ｣を 脱 す る 過 程 で あ っ て そ れ は 囚

難 で あ っ た と考 え ら れ る｡ 言 い 換 え れ ば ｢J大 農 ｣が 耶 作 さ れ た土 地

改 革 後 に は よ り低 位 で 停 洲 す る状 況 (そ こ で は よ り卿 繁 に 階 層 分 解

I- fi由 農 家､ ｢底 辺 世 相 ｣ の 発 生 -- が 発 生 す る )が 展 開 した か

も 知 れ な い｡ だ が､ 無 論 の こ と そ れ は 合 作 化 の 推 進 を 正 当化 し得 る

も の で は 決 し て な か っ た｡

こ う し た 間 組 が､ 具も噌 江 省 に お い て 何 時 の tliyMに ど の 様 に解 決 さ

れ た の か は､ よ り以 降 の 将州 に 関 す る 研 究 を 得 た ね ば な らな い｡

ま た､ 小 論 で 検 討 しは た の は 崩 稚 江 省 と い う極 め て 特 殊 な 地 域 の

合 作 化 の 実 臆 に 過 ぎ な か っ た｡ 中 匡=二は 南 方 に は 水 B=l稲 作 地 帯 が さ

ら に 内 陸 部 を 中 心 と して 山 脚地 域 が 広 範 に存 在 して い る｡ そ こ で は､

ま た 別 の 問 山 が 発 生 して い た で あ ろ う. こ れ らの 点 に つ い て も 別 途

研 究 を 進 め る 必 要 が あ ろ う｡
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補 主 な 染 料 につ い て

小 論 で 利 用 し たPl料 は 大 別 して 上 地 攻 節前 = ｢神川 1凶 ｣ 時 代 に u

本 人 の 行 っ た 農 村 訓 査 史 料 と 土 地 改 革 期 か ら以 降 の 中 国 共 産 党 に よ

る資 料 とが あ る｡

資 料 の 利 用 方 法 や 性 格 に つ い て はー 一 部 は 本 文 中 で 触 れ たがー こ

こ で 漬 料 に関 す る基 本 的 デ ー タ と利 用 方 法 を 整 理 して お く｡

1 ) ｢満 州 国 ｣時 代 の 染 料 に つ い て

1. 満 州 国 国 務 院 英 男 鮒 臨 時 産 業 訓 査 局 舶 Fl加祇 元 年 JEJ 農 村 実

態 調 査 戸 別 調 査 之 部 』

こ の 資 料 は､ ｢消 州 国 ｣の 農 業 政 策 迷 rJの た め に､ 継 続 5か 年 の

事 業 と し て 計 Lm さ れ た も の の 節 1回 の 訊 査 染 料 で あ る｡

痕 初 の 調 査 は 演 江 省 お よ び 弛 江 省 の 16肝と､ 17姫 諸 を 対 象 に行 わ れ

た も の で､ こ の ｢戸 別 調 査 ｣ と同 時 に ｢i袈択 調 査 ｣ ｢- 舶 iF!]査 ｣､

近 隣 集 藷 の ｢概 況 訓 査 ｣､ 近 隣 の 県 政 府 所 在 地 お よ び 市 場 に 関 す る

補 助 的 調 査 が 行 わ れ た｡

具 体 的 調 査 内 容 は､ 農 家 概 況､ 農 家 略 歴､ 農 家 人 員 (家 族 及 び 年

雇 )､ 被 雇 用 関 係､ 雇 用 関 係､ 土 地 所 有 状 況､ 建 物 ･大 型 農 具 保 有

状 況_ 有 用 条 件､ 小 作 条 件､ 租 税 公 課 徴 収 状 況､ 農 作 物 収 穫 状 況､

農 作 物 腰 売 状 況､ 農 家 税 金 立 山 状 況､ 農 家 IuJの ほ 伯側 係 に 班 っ て お

り､ 他 に 当地 の 農 産 物 価 格､ 地 価 の 動 向 な ど も併 せ て 調 査 さ れ て い

る｡

小 論 の 第 1車 で 利 用 し た の は 主 に海 倫 県 と納 河 県 の 当該 資 料 で あ

るが､ そ の 他 の 娘 預 の 染 料 も 参 考 的 に 利 用 して い る｡

通 常､ r満 州 国 ｣ の デ ー タ に は 調 査 地 選 択 及 び 内 容 に つ い て そ の

代 表 性 と実 隙 の 把 握 力 に つ い て 疑 問 が も た れ て い るが､ 小 論 で は 黒

奄 江 省 の 農 業 関 越 に つ い て 利 用 し得 る の が そ れ に 限 られ て い る こ と､

当 時 の 先 行 研 究 の 論 争 か ら間 血 を 立 て た こ と､ の 二 つ の 理 由 に よ っ

て 利 用 す る こ と と し た｡

/C,y/̀

2. 満 州 国 立 先 山 農 Tlr訊 願 収 F克 LLJ地 15歳 家 経 子弟J (1937年 )｡

小 論 で 品 も 使 川 頻 度 の 高 い の が こ の 資 料 で あ る｡ こ れ は 克 山 県 付

近 の 集 落 で ｢大 農 ｣ r中 農 J r小 農 ｣ ｢零 細 農 ｣の 各 階 層 各 5戸 に

っ い てー そ の 農 家 の 経 営 状 況 を 子 細 に 調 査 し た も の で あ る｡

報 告 書 の 全 休 は､

窮 1車 農 業 及 農 村 状 態

郡 3葺き 土 地

節 5車 家 畜

第 7車 種 由一

第 9章 農 業 資 本 の 評 価

節 11車 農 発 の 粗 収 益

第 2童 農 家 の 家 族 及 農 業 労 働

第 4丑 地 物

第 6台 農 il

節 8奉 公 仙 紹 負担

第 10額 耕 梯 及 収 穏 物 の 処 分

第 12頚 ､ 農 非 経 'gi'炎

第 13車 農 業 の 純 収 益 及 利 廻 節 目費 J'投光 所 得

第 15車 農 共 外 所 得 第 16資 ･ 農 家 所 得

第 17章 農 家 経 済 余 剰 第 18車 農康 の 生 描 費 及 生 沼 状 臆

第 19童 冠 婚 葬 祭 と そ の 教 用 第 20章 農 家 の 岩=苫関 係

節 2I章 臨 場 収 入 過 に 支 出

と い う 榊 成 に な っ て お r)､ 続 い て 21の 付 表 が あ る｡

1. の 染 料 と辿 っ て､ こ こ か ら は 巣 蒲 全 休 の 状 況 は ま っ た く記 載

さ れ て い な い し､ 従 っ て サ ン 7･ル の 調 査r媒 藷 に お け る代 表 性 に 疑 問

が も た れ る も の の､ 農 家 の 階 層 別 の 農 業 経 営 お よび 生 油 状 況 に つ い

て は 総 合 的 な デ ー タ が 得 られ る た め 利 用 した｡ 特 に付 表 に 整 理 さ れ

た数 値 は 貴 史 な も の で あ る｡

上 記 1. の 訓 盃 に つ い て は 農 家 経 馴 R況､ 小 作 状 軌 雇 用 関 係 な

ど に 分 け て 詳 細 な 報 告 省 が 出 され て い る もの の､ そ れ らは 規 黒 海 江 ･

省 以 外 の 当帖 ｢中 洲 ｣ ｢而 浦 ｣ と 呼 ば れ た火 北 の 別 の fl料 も混 在 し

て お り､ 瓜 †近江 省 の 農 家 経 洞 に つ い て 州 馴 二見 よ う とす る 場 合 に 2･

の 資 料 が 瓜 通 で あ る と考 え たo

講
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3･ 満 州 国 実 業 部 臨 時 産 米 調 査 局 貿 科 料 F稲 川 関 係 並 に 仰 行 舶 1

- 成 徳 元 年 度 農 村 実 態 iJ.1虚 報 告 ぎ A (1938咋)

同 報 告 害 は 1･ の 調 査 と同 時 北 行 して 行 わ れ た 荘川付11-J訓 盃 に 関

す る もの で あ る が､ ｢万古農 ｣の 宿川 発 作､ 労 働 力 'I了城 の JTJj日日 己に

つ い て 文 字 の デ ー タ が 豊田 で あ る｡

特 に小 論 の 窮 9車 で 初 級 心 の 労 働 力 編 成 お よ び 労 務 竹 哩 を 客 枇 的

に考 案 す る際 に､ こ の 資 料 は 参 考 と さ れ た｡

4･ 満 州 国 立 先 山 農 部 試 験 場 松 tu筆 者 r北 浦 地 方 在 来 農 法 と之

が 改 善 策 (耕 碓 綱 ) A (1940年 2月 )｡

こ れ は 先 山 臓 の 農 村 に お け る在 来 農 法 の 実 施 状 況 と､ 幾 つ か の 改

良 技 術 に r賊す る 訊 飯 場 で の 訊 願 結 果 が 盛 り込 まれ て い る､ 崩 屯 江 省

の 在 来 農 法 を 全 面 的 に iF.1査 し た も の で あ る｡

相 告 書 は､

~､ 緒 言 二､ 自 然 IB暁 の 農 業 に 及 ぼ す 影 響

作 付 状 態 と輪 作 法 四､ 遥 種 法

五､ 肥 料 六､ 整 地 法

七､ 播 種 法 九､ 播拙 JlJ)及 播 種 塵

-〇､ 管 理 一 一､ 収 横 は
ヽ

ヽ

一

三

一

一二､ 脱 穀 及 喜l!]盤

一 四､ 通 電

貯 蔵 法

と い う偶 成 に な っ て い る (八､ は 存 在 しな い )｡

こ の 報 告 削 ま小 論 第 15章 で 1956年 に 捉 起 され た改 良 農 法 の 内 容

と ほ ぼ 対 応 した 内 容 に な っ て い る た め､ 新 旧 比 較 を 行 う格 好 の H 料

と して 利 用 した｡ そ の 他一 隅 鉄 弘 報 謝 舶 F削 11農 業 図 誌 』 (鹿 房 非

凡 臥 1941まF-) は 図 録 資 料 と して 参 照 し た｡

/D拍

2 )土 地 収 単 複 の 染 料 に つ い て

上 地 改 革 後 の 沼 料 に は､ 一 つ の 省 に つ い て 分 析 しよ う と した場 合

に､ 資 料 は 非 常 に 不 足 して お りー 小 論 で は 大 部 分 が､

1. ｢鹿 北 El報 ｣

2. ｢且も穐 江 u報 ｣

の 二 組 を 利 用 す る こ と で､ i3料 の 不 足 の けり脳 を 解 決 し た｡

前 者 は 主 と し て上 地 政 市 jUJの 分 析 に利 用 し､ 後 者 は 1950年 代 の 分

析 に 利 用 した｡ い づ れ も 鹿 北 日報 祉 お よ び 鵜 奄 江 El報 社 か ら発 行 さ

れ る 地 方 新 聞 で あ るが､ 実 質 的 に は 各 地 方 の 共 産 党 先 安 貝 会 に よ っ

て絹 巣 さ れ て お り､ 政 訴 文 献 を 検 索 し た り､ 各 時 期 の 合 作 化 の 重 要

な 間 血 に 関 す る 個 別 事 例 を 検 索 す るの に 点 も 便 利 な 資 料 で あ る｡

も ち ろ ん､ 新 聞 で あ る た め そ こ に妃 職 さ れ るデ ー タ の 客 軸 椎 は 多

分 に 低 くな る た め､ そ の 利 川 に つ い て は'似 虫 さを 必 非 とす る｡

小 論 の 研 究 過 程 で は 次 の よ うな 方法 に よ■っ て 資 料 の 分 析 を 進 め た｡

まず 合 作 化 の 段 階 別ー さ ら に年 次 別､ 聞出 別 に 事 例 を 分 析 す る こ

と｡ 次 に 各 事 例 の 要 約 を 作 成 し た｡ そ の 際 に 並 行 して 報 道 され た個

別 事 例 の 中 か らt 数 字 の デ ー タ の 背 景 が 説 明 され て い な いー つ ま り

分 析 に 耐 え な い TYr例 を 排 除 す る作 業 を 進 め た｡

最 後 に､ 上 記 の 同 一 項 目 に 属 す る複 数 の 政 策 文 献 お よ び 個 別 事 例

に つ い て 比 較 考 慮 す.る こ と に よ っ て､ そ の 部 例 の 意 味 を 位 置 づ け､

分 析 を 行 っ た｡ 以 上 に よ っ て､ 限 界 は あ りな が ら も､ 資 料 が 新 聞 で

あ る こ と の デ メ リ ッ トを 規 分 で も軽 減 す る こ とが で き た と考 え る｡

な おー 地 方 紙 は 長 年 国 外 持 ち 出 しが 禁 止 さ れ て お り､ 近 年 よ うや

くマ イ ク ロ フ ィ ル ム の 形 で 発 売 さ れ た り､ 中 国 国 内 の 機 関 や 図 書 鵬

が 在 庫 処 分 の た め に 売 却 し､ そ れ が 国 外 に輸 出 さ れ- 外 国 人 も 利 用

可 能 に な っ て き た. ち な み に､ 小 論 で 利 用 し た ｢鼎 砲 江 El報 ｣ は 北

京 大 学 図 削 tLWT蔵 の もの を マ イ ク ロ フ ィル ム に禎 写 して 持 ち帰 っ た

も の を 利 用 し たC

ま た 高 級 礼 の 経 営 問 題 に つ い て は､

3. 中 共 nql噌 江 省 委 員 会 財 政 貿 易 部 組 F7% 屯 江 省 農 村 綾 子月変 化 典
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型 調 査 』, 親 噌 江 省 人 民 出 版 社, 1958年

を 利 用 し た｡ 同 番 は 高 級 社 設 立 後 の 農 村 経 済 の 間 RZi点 を 中 心 に ま

とめ た 調 査 報 告 古 で あ り､ 全 部 で 14崩 の 報 告 文 よ りな っ て い る｡ こ

の 貞 料 は ｢崩 領 江 El報 ｣ な ど 新 聞 で は 不 足 しが ち な 数 字 の デ ー タ が

豊 富 で あ る こ と か ら､ 補 充 的 に福川 し た｡

そ の 他 に親 電 江 省 の 合 作 化 の 進 展 を 政 府 サ イ ドか ら ま とめ た も の

と して､

4. 果 奄 江 農 業 合 作 史 飼 楽 委 員 全 編 r鼎 奄 江 農 業 合 作 史 J, 中 共

党 史 讃 料 出 版 社, 1990年

が あ る｡ 序 言 に よ る と､ 同 番 は ｢1981年 1月 の 中 共 中 央 古 記 処 農

村 政 策 研 究 室 と 国 務 院 農 村 発 展 研 究 セ ン タ ー が 出 した F当 代 中 国 籍

古 』 の 農 業 合 作 化 部 分 の 絹 媒 ･執 筆 工 作 の 実 施 に 関 す る通 知 に 基 づ

き､ 中 共 鵜 福 江 省 委 fl会 の 批 准 と指 示 を 受 け て 舶 放 し た も の で あ る｣

と さ れ て い る｡

本 書 は､ 第 1編 農 業 互 助 組 時 期､ 第 2絹 初 級 農 業 生 産 合 作 社

時 期､ 第 3編 高 級 農 業 生 産 合 作 社 時 期､ 第 4綱 農 村 人 民 公 社 時

期､ 第 5編 農 村 経 済 体 制 改 革 時 鮎 よ り構 成 さ れ い る､ 言 わ ば 鳥 篭

江 省 の 農 村 政 策 の 通 史 で あ る｡

小 論 は 単 な る 合 作 化 の 通 史 を 叙 述 す る こ と 目 的 と して お らず､ 同

省 と は 重 点 が 異 な る が､ 必 要 な 範 囲 で 各朗艶 の 政 治 的 位 置 づ け に つ

い て は 組 時 参 考 して 本 文 中 に 注 釈 を 加 え た｡




