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零
細
農
耕
制
と

地
主

的
土

地
所
有

-
新
潟
県

一

手

作
地

主
の

分

析

-

一

分

析
の

視
角

農
地

改
革

は
､

戦
前

日

本

資
本

主

義
の

基

棍
で

あ

り
+

か

つ

農

民
の

零
落
の

根
漁
で

も

あ

っ

た

地

主

的
土

地

所

有
を

解
体

二

掃

ヽ

ヽ

し

た

点
に

お

い

て

歴
史
的

意
義
を

有
し

､

ま
た

､

地

主

的
土

地

所

有
を

一

掃
し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

零
細
農

耕
制
と
い

う
日

本
農

業
の

土

壌
自

体

は

根
本

的

変
更
を

加
え

ら

れ

る

こ

と

が

な

く
､

む

ヽ

ヽ

し

ろ
､

こ

れ

を

固
定

化
し

て

し

ま
っ

た

と

こ

ろ

に

歴
史
的
限

界
が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ

る

と

す

る

の

が

論
者
に

よ
っ

て

意
義
と

限

界
の

ウ

エ

ー

ト

の

置
(

1
)

き

方
に

差
異
が

認
め

ら
れ

る

に

し

て

も
､

一

般
的
見
解
で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

農
地

改

革
を

推
進
し

た

ア

メ

リ

カ

占
領
軍
な

ら

び

に

ヽ

ヽ

ヽ

日

本
政

府
の

政

策
の

結
果

､

事
実
と

し
て

こ

の

よ

う
な

意
義
と

限

界
が

対

此
し

う
る

に

し

て

も
､

零
細
農
耕
制
と

地

主

的
土

地

所
有

の

内

的
関
連
を

あ

き

ら
か

に

し

た

上
で

､

農
地

改

革
の

歴
史
的

性

格
を

再

検
討
す

る

こ

と
が

必

要
の

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

な
ぜ

な

ら
､

地

主

的
土

地

所
有
の

基

礎
的
土

壌
と

し

て

存

在
し

た

零
細
農
耕
制

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

が
､

地

主

的
土

地

所

有
の

廃

棄
に

よ

っ

て

ほ
､

廃

棄
さ

れ

な
か

っ

ヽ
た

と

こ

ろ

に

貴
地

改

革
の

歴
史
的
性
格
を

解

き

あ

か

す

錘
が

あ

る

と

考
え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で

本
稿
で

は
､

零
細
農

新
制
と

地

主

的
土

地

所
有
の

内

的

関
連
を

あ

き

ら

か

に

す
る

と

い

う

視
角
か

ら
､

新
潟
県
の

一

手

作

(

2
)

地

主
の

分

析
を

試
み

た
｡

手

作
地

主
は

､

一

方
で

は

当

時
の

生

産

力
水

準
に

規
定

さ

れ

た

零
細
農

耕
に

た

ず
さ

わ

り

つ

つ
､

他

方
で

ー
⊥

は
､

こ

の

零
細

農

耕
を

土

壌
と

す
る

地

主
経
営
を

行

な
っ

て

い

る
｡

朗
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わ

れ

わ

れ

は
､

二

つ

の

経

営
を

同

時
に

も
つ

手

作
地

主
が

､

ど
の

よ

う
な

内

容
の

経

営
を

行
な
い

､

そ

の

内

容
を

ど

の

よ

う
に

変

化

さ

せ

て

い

る

か

を

確

定
す

る

中
で

､

零
細
農
新
制
と

地

主

的
土

地

所
有
の

関
連
を
あ

き

ら
か

に

す

る

手

掛
り

が

得
ら

れ

る

と

考
え

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

農

地

改

革
の

意

義
を

は
っ

き

り

さ

せ
､

そ

の

上

で
､

農
地

改

革

の

限

界
を

戦

後
の

過

程
と
の

関

連
で

分

析
し

た

も

の

と

し

て
､

山

田

盛

太

郎

氏
の

諸

論

稿
が

あ

る
｡

た

と

え

ば

｢

農
地

改

革
は

､

地

主

的

土

地

所

有
を

解

体

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

農
業
生

産
力

発
展

を

異

常

な

程

度
に

ま

で
､

促
進
す

る

こ

と
が

で

き
た

｡

そ

れ

は
一

つ

の

新

し

い

生

産

力

段

階
の

到

来
を

意

味

し
､

現
に

､

農
業
生

産
力

構
造
の

再

編
が

進

行

し
っ

つ

あ

る
｡

が
､

注

意

す
べ

き

点
は

､

こ

の

改

革
が

､

零

細

農

新

様

式
の

原

則
の

上
で

地

主

的
土

地

所

有
を

解

体

せ

し

め

た

こ

と

自

体
､

結
果

と

し

て

は
､

反
っ

て
､

零
細
地

片
の

私

的

所

有
へ

､

そ

れ

(

零

細

農

耕
様
式
)

を

縛

り
つ

け
る

こ

と

に

な
っ

た
､

そ

の

こ

と
で

あ

る
｡

+

(

山

田

盛

太

郎

『

日

本

兵
業
生

産

力

構

造
』

､

ま

え

が

き
､

一

九
六

〇
年
)

こ

れ

に

対

し

て
､

限

界

を

強

調

す
る

あ

ま

り
､

農
地

改

革
の

意

義

を

見

失
い

､

反
動

的

改

革

と

し
て

し

ま

う
も
の

に

大

内

力

氏
の

見

解

が

あ

る
｡

｢

農

地

改

革
に

よ
っ

て

地

主
が

後
退

ん

た

こ

と

は
､

日

本

の

農

村
を

あ

る

て

い

ど

民

主

的
に

し

た
こ

と

は

た

し
か

で

あ
る

…
･

だ

が
､

改

革
は

け
っ

し
て

日

本

農

業
を

小

鼻

形

態
か

ら

脱
却
せ

し
め

る

も

の

で

は

な
か

っ

た
｡

･

･

こ

の

改

革
は

む

し

ろ

歴

史
の

進

行
を

逆
転
せ

し

め

よ

う

と

し
た

空
し

い

努
力

に

す

ぎ

な
い

…

…
+

(

大

内

カ

『

農

業
問

題
』

改

訂

版
､

二

五

四

1
二

五

五

頁
､

一

九

六
一

年
)

(

2
)

新

潟
県

北

蒲

原

郡

金

塚

村
(

現
加

治

川

村
)

所

在
の

一

手

作
地

主

H

家
で

あ

る
｡

な
お

､

こ

の

地

域
の

農
民

経

営

と

小

作

争
議
を

扱

っ

た

も

の

に
､

拙

稿

｢

小

農

経
営
の

発

展

と

小

作

争
議
+

『

土

地

制

度
史

学
』

､

第
三

八

号
が

あ

る
｡

地

域

の

概
況

､

千

町

歩
地

主

自

勢

家
の

小

作
争
議
等
に

つ

い

て

も

触
れ

て

あ

る

の

で

是
非

参

照
さ

れ

た

ヽ

0

-

レ

二

分

析
対

象
E

家

の

構
成

こ

こ

で

扱

う
手

作
地

主
正

家
の

史
料
は

､

す
べ

て

大
正

･

昭

卸

の

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

史
料
的

制

約
に

も

よ

る

が
､

主

と

し

て
､

農
地

改

革
を

展
望

す
る

地

主
的

土

地

所

有
解

体

過
程
に

お

い

て
､

零
細
農
耕
制
が

如
何
な

る

意
味
を

持
つ

か

を

確

定
し

よ

う
と

す
る

た

め
に

他

な

ら
な
い

｡

分

析
対

象
で

あ

る

Ⅱ

家

は
､

明

治

期
の

自
小

作
農
か

ら

徐
々

に

(

1
)

蓄
積
し

､

大
正

初

期
に

は

典

型

的

な

手

作
地

主
に

な
っ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

大
正

四

年
の

E

家
の

土

地

所
有
構
成
を

示
せ

ば
､

自

作
反

別
三

町
一

反
､

仲
小

作
反

別
一

町
六

反
､

貸
付

反

別
五

町

八

(

2
)

反

九

畝
で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

後
の

Ⅱ

家
の

経

営
変
化
を

確
定

す

る

た

め
､

大

6 3 2

へ

一



▲

正

初

期
に

お

け
る

経

営
概
況
を

確

認

し
て

お

く
｡

ま

ず
､

自
作

部

分
で

あ

る

が
､

Ⅱ

家
は

こ

の

三

町
一

反
か

ら
一

六
四

俵
三

斗
(

う

ち

四

斗

三

升

入
､

三

二

俵
)

の

収

穫
を

得
て

い

る
｡

こ

れ

ほ

反
当

二

石
一

斗
五

升
と

な
り

､

郡
平
均
の

一

石

七

斗
よ

り

か

な

り

高
い

水

準

で

あ

る
｡

Ⅱ

家
で

は
､

品

評
会

･

坪
刈
等
に

常
に

関
心

を

持

(

3
)

っ

て

い

た

こ

と
が

知
ら
れ

る

し
､

事
実
反

収
は

､

郡
平

均
･

村
平

均
よ

り

常
に

高
位
で

あ

っ

た

こ

と

は

表
1

か

ら
あ

き

ら
か

で

あ

る
｡

で

は
､

こ

の

よ

う

な

高
生

産
力
を

示

す

篤
農
家
E

家
の

自

作
部

分
に

お

け

る

経

営
内

容
は

如

何
な

る

も

の

で

あ
っ

た

か
｡

表
2

は
､

H

家
の

大
正

四

年
度
作
付

品

種
で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と
､

収

量
の

少
い

早
生

は
､

｢

新
庄
内
+

の

三

反

に

す

ぎ

ず
､

あ

と

は

収

量
の

多
い

中

生

-
｢

白

柳
+

｢

大

場
+

｢

愛
国
+

｢

東

京

府
+

の

二

町
三

反
､

晩
生

-
｢

和

太

郎
+

｢

敷

島
+

の

五

反

と

な
っ

て

い

る
｡

品

質
は

と

も

あ

れ
､

収

量
の

多
い

中

晩
生

種
依

( 9 1 ) 零細農耕 制と地 主 的 土地 所有

表 1 壬Ⅰ 家反 当収 量

E 家金 塚 村郡 平 均

2

′

n

〉
8

9

1

7

0

0

0

1

3

5

4

4

4

1

′

n
)

∠

U

′
+

U

2

3

8

5

【

ノ

4

1 .6 0

5

3

0

0

0

0

0

q
/

亡
J

O

8

0

】
7

q
/

5

1

4

0

0

′

h
)

3

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

石
1 .4 1

1 .6 3

1 .9 3

1 .8 2

1 .9 6

1 .7 7

1 .8 8

1 .
4 4

1 .7 5

2 .0 9

1 .9 4

9

3

A

.

J

1

2

l

t
J

5

7

q
ノ

1

3

5

3

5

】7

9

1

1

1

1

1

正大

和昭

( 註) 郡l ま『新潟県統計書』, 金塚村 , 大正 3 年 悶ヒ蒲原郡長』, 他

年度 は 金坂 村役 場 『轟商務省統 計報 告書綴』 上 り ,
:E 家は

『大福手責刈帳』 よ り計算 .

表 2 大 正 4 年虔作 付 品 種

当 反 収 量俵 数品 種i 反 別

( 4 斗入)

( 4 斗3 升入)

( 4 斗入)

( 4 斗入)

( 1 3 俵 一 4 ･3 入)

(1 0 俵一一4 ･3 入)

(4 斗 入)

石
1 .7 3

1 .9 3

2 .1 2

2 .2 6

2 .2 5

2 ユ0

2 .7 5

俵
1 3

9

5 3

1 7

4 4

1 5

1 3 .3 斗

反
3

2

1 0

3

8

3

2

新庄 内( 早)

自 柳( 中)

大 場( 中)

東 京 府( 中)

愛 国( 中)

和 太 郎( 晩)

敷 島( 晩)

2 . 151 6 4 .33 1合 計

( 註) E 家 『大福稲刈帳』 上 り集 計.

存
の

作
付

体

系
と
い

え

よ

う
｡

次
に

､

生

産
力
に

も

経

営
内

容
に

も

大

き

な

影

響
を

与

え

る

肥

料
に

つ

い

て

触
れ

た

い

の

で

あ

る

が
､

E

家
の

史
料
か

ら
は

直
接
把

捉

し

え

な
か

っ

た
｡

し

か

し
､

同

(

1
)

村
の

T

家

(

二

町

耕

作

-
大
正

五

年
)

の

『

大

福

稲
刈
帳
』

脚
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に

よ

る

と
､

｢

米
糠
+

一

一

円
三

〇

銭
､

｢

木
灰
+

二

円

七

五

銭
､

｢

大

豆

粕
+

一

五

円
､

｢

人

造

肥

料
+

一

〇

円

と

な
っ

て

い

る

こ

と

か

ら
､

肥
料
は

､

ま

だ

化

学
肥

料
の

普
及
は

少
く

､

｢

大
豆

粕
+

(

与
)

｢

米
糠
+

と

い

っ

た

在
来
肥

料
が

中
心

で

あ

っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

第
三

に

労
働
力
の

構
成

を

示
し

て

お

こ

う
｡

大

正
五

年
の

Ⅱ

家

は
､

家

族
労

働
力

四

人
､

年
雇

一

人
の

外
､

季
節

雇
延
四

四

人
､

青
年
会
に

七

反
の

田

打
俵
顧
と

か

な

り

大

量
の

臨
時
雇
を

入

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

年
雇
丁

氏
の

給

金
は

三

五

円
な

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

が
､

正

月
と

盆
に

二

〇

円
､

二
円

が

支

払

わ

れ
､

残

り

は

｢

苫
二

本

代
+

｢

帽
子

一

つ
+

｢

シ

ャ

ツ
一

枚
+

｢

田

岡
帯

一

本
代
+

(

6
)

｢

小

便
+

｢

理

髪
代
+

｢

床
屋

払
フ

時
+

と
い

う

よ

う
に

小

出
し

に

分

割

給
付

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

注
目
さ

れ

る
｡

つ

ま

り
､

明

治

期

以

来
の

前

期

的

雇

傭
関

係
を

持
続
す

る

と
と

も
に

､

さ

ら
に

不

足

す

る

労
働
力

を

季
節

雇
と

い

う

形
で

調

達
し

て

い

た

こ

と
が

知
ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

第
四

に
､

以

上
の

よ

う

な
Ⅱ

家
の

自
作
経
営
が

､

零
細
農
耕
制

と
い

う

枠
の

中
で

行

な

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

指

摘
し

て

お

か

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

点
ほ

後
に

展
開
す
る

が
､

大

正

四

年
で

H

家
の

耕
地

ほ
一

二

団

地
あ

り
､

旧

紫
雲

寺
渇
の

｢

辺
+

か

ら
｢

沖
+

に

か

け

て

散
在
し

て

い

る
｡

干

拓
地

と
い

う

有
利
な

条
件
が

存
在

表 3 E 家 の 小 作 ･ 仲小 作 ( 大 正 四 年)

仲 小 作 分

田

E 家 取 分

合 計

1

小 作 分

田 畑 宅 地 共 有 地

反 反 反 反 反

石

4 9 .6 0 9 7 .2 13 1 .6 0 1 0 .5 0 0 16 . 0 0 0

石 石 石 石

詣(
1莞三言4 7 .0 3 6 2 4 .6 5 6 8 1 .3 9 6 0 .4 0 0 5 8 . 30 4

0 .9 5 0 .6 5 0 .8 7 0 .8 0 票差(3:誌 (1 4 6 俵)

反 別

入 附 米

反 当 入 附

( 註) Ⅱ 家 『大福日記帳』 上 り集計 ･ 但 し
, 入附額で あ っ て , 美加額 で ほ な い .

し

な
が

ら
､

Ⅱ

家
の

自
作
疑

似

営
が

零
細
錯

圃
形

態
そ

の

も

の

に

規
定
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

注
意
を

要
す
る

｡

以

上

よ

り
､

大
正

前

期
に

お

け
る

E

家
の

自
作
経
営
を

総
括
す
れ

ば

次
の

よ

う
に

な

ろ

う
｡

す
な

わ

ち
､

明

治

期

以

来
の

生

産

力

的

諸

条

件

-
多
収

量
品

種
へ

の

依
存

､

在
来
肥

料
へ

の

依
存

､

前
期

的
雇

傭
関

係
を

残
し

た

上

で

の

季
節
雇
の

導
入

1
を

零

細
農
耕
制
と
い

う

枠
の

中
で

最
大
限
に

発
揮
す

る

こ
し
+

に

ょ

り

相

対

的
に

高
位
な
生

産

力
水

準

を

実

現
し

た

の

で

あ

る

と
｡

次
に

Ⅱ

家
の

も

う
一

つ

の

側
面

､

す
な

わ

ち

地

主
と

し



( 9 3 ) 零細農耕 制と地 主 的 土地 所有

て

の

Ⅱ

家

経

営
を
把

握
し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

ま

ず
仲

(

7
)

小

作
の

一

町

六

反
で

あ

る

が
､

こ

れ

は
､

白
勢
家
か

ら

借
入

し

た

ヽ

ヽ

ヽ

耕
地

(

小

作

地
)

を
三

人
に

又
小

作
さ

せ
､

反
当

約
三

斗
､

四

石

八

斗
一

升
五

合

を

又

小

作
人
か

ら

仲
小

作
料
と

し
て

収
得
す
る

｡

そ

し

て
､

本

来
の

小

作
料
収

入
と

し

て
､

表
3

に

示

し
た

よ

う
に

五

町
八

反
九

畝

か

ら

五

三

石
四

斗
八

升
九

合
を

え
て

い

る
｡

つ

ま

り

地

主
と

し

て

の

Ⅱ

家
は

､

仲
小

作
料

･

小

作
料
合
わ

せ

て

五

八

石
三

斗

四

合
(

一

四

六

俵
)

を

収

得
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

か

か

る

地

主

経
営
が

､

経
費
の

か

か

ら
ぬ

作
得

米
と

し
て

Ⅱ

家
の

重

要

な

柱
と

な
っ

た

こ

と

は

疑
い

な
い

が
､

こ

こ

に

お

い

て

ほ
､

零
細

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

農
耕
制
が

枠
と

し

て

で

は

な

く
､

地

主

経

営
そ

の

も
の

の

存
立

基

盤
と

な
っ

て

い

る

こ

と
が

注

目
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

自
作
部
分

(

直
接
生

産
者
全

般
に

通

じ
る
)

に

お

い

て

は
､

一

枚
一

枚
の

田

の

収

益
が

問
題
で

あ

る

だ

け
で

な

く
､

そ

れ

ら

を

ま

と

め

た

全

体

の

経
営
と
の

関
連
で

田

の

価
値
が

問
題
と

な

る

た

め
､

零
細
錯
圃

は

む

し

ろ

障
害
と

し

て

立

現

わ

れ

る

の

に

反
し

､

地

主

経

営
の

場

合
は

､

一

枚
一

枚
の

田
･
の

収

益
の

単
純
加

算
と

し

て

地

主
の

収

益

が

成

立

す
る

た

め
､

零
細
錯

圃
は

何

ら

障
害
L

な

ら

な
い

ば
か

り

か
､

零
細
錯
闘
で

あ

る

こ

と
に

よ

り

直

接
生

産
者
に

お

け

る

利

潤

範
噂
の

成

立

を

阻
止

し
､

逆
に

高
率

現

物
小

作
料
の

成

立

を

可

能

に

し

て

い

る

と

い

え

る

の

で

あ

る
｡

E

家
の

貸
付

地
五

町

八

反

九

畝
が

一

四

人
に

貸
付

ら

れ
､

一

人

当

四

反
二

畝
と

な
っ

て

い

る

こ

と

は
､

こ

の

こ

と

を

実
証

し

て

い

る
｡

Ⅱ

家
は

､

こ

の

貸
付

地

か

ら
の

一

四

六

俵
と

自

作
部
分

か

ら
の

一

六

四

俵
､

合
わ

せ

て

三
一

〇

俵
､

飯

米

分

を

差
引
い

た

残
り

約

(

8
)

二

七

〇

俵
を

販

売
し

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

(

1
)

H

家
の

明

治

期
に

お

け

る

史

料

は

き

わ

め
て

少
い

｡

し

か

し
､

残

存

し
て

い

る

『

大

福

稲

刈

帳
』

に

よ

る

と
､

断

片

的
に

で

は

あ

る

が
､

耕
作

規

模
と

刈

束

数
が

把
握

で

き

る
｡

そ

れ

に

よ

る

と
､

明

治

一

六

年
､

捻

刈

束

数
一

四

四

九

束

(

内
小

作
分

束

数
一

四
六

束
)

明

治
ニ

ー

年
､

三

町
二

反

耕
作

､

給

刈

克

数
二

三

五

九

克
､

(

内
小

作

分
束

数

八
二

二

束
)

明

治
三

一

年
四

町

八

反

耕
作

､

始
刈
束

数
二

九

〇

五

束

(

内

小

作

分

束

数
六

六

九

束
)

明

治

四

〇

年
､

総
刈
束

数
一

九

五

五

束

(

内

小

作

分

束

数

九
六

束
)

で

あ

る

か

ら
､

明

治

中

期
ま

で

は
､

自
作

･

小

作

共
に

拡

大
す

る

こ

と
に

よ

り

耕
作

規

模
を

拡
大

し

た

と

考

え

ら
れ

る
｡

そ

し

て
､

H

家
が

大

正

四

年

度
よ

り

小

作
入

附
の

記

帳

を

開

始

し
た

こ

と

を

考
え

合
せ

る

と
､

明

治

末
よ

り
､

小

作
分
を

減

ら

し
て

自

作

化
し

､

一

方

で

は

貸
付

地

を

も

持
つ

よ

う
に

な
っ

た

と

思

わ

れ
る

の

で

あ

る
｡

(

2
)

貸
付

反

別

は

大
正

四

年

度
し

か

把
捉

し

え

な
か

っ

た
｡

そ

れ

以

後
E

家
の

入

附

関

係

史
料
は

､

入

附

額
と

実

納

額
だ

け

記

載
す
る

形

に

な
っ

て

い

る
｡

-
L

∂

(

3
)

『

大

福
稲

刈

帳
』

に

よ

れ

ば
､

坪

刈
実

施

年

度

-
大

正

二
･

即
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表 4 耕作 規模
･ 作付 品 種 の 推移

内 小 作

反 別
反

4

4

壷讐京王そ の 割 合

反

2 0

2 0

2 2

2 1

1 7 .5

2 3 .5

1 8 .5

1 8

1 9

2 3

2 4

2 9

2 9

1 9

2 1 .5

2 4

2 2 .5

3 2

3 1

3 4 .9

3 1 .5

2 9

2 7

2 8

2 9

耕作 反 別

反
3 4

4 0

3 4

3 1

3 0 .5

4 0

3 3

3 3

3 5

3 0

3 1

3 1

2 9

2 9

3 3 .5

3 8

3 8

3 8

3 8

3 8

3 8

3 8

3 8

3 7

3 8

上位 2 品 種 名

晩

早

中

中

中

中

中

自

尾

場

国

境

国

国

錦

)

)

)

)

)
ヽ

-
ノ

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

中

晩

中

晩

中

中

中

中

早

早

早

早

早

早

早

早

早

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

府

主

国

主

場

撰

撰

国

尾

尾

尾

尾

号

号

号

号

号

石

亀

大

愛

大

愛

愛

野

京

坊

姻

坊

舶

舶

姻

ノ

ノ

ノ

ノ

1 ｡

1 3

1 3

1 3

1 3

2

2

2

一ワ
】

2

羽

羽

羽

羽

羽

水

東

銀

改

銀

大

銀

銀

故

亀

亀

亀

亀

陸

陸

陸

陸

陸

珍 光( 中)

愛 国( 中)

国( 中)

場( 中)

国( 中)

場( 中)

場( 中)

愛

大

愛

犬

大

大 場( 中)

大 場( 中)

大 湯( 中)

銀 坊 主( 晩)

銀 坊 主 撰( 中)

銀 坊 主 撰( 中)

大 場( 中)

大 場( 中)

大 濠( 中)

中 生銀 坊 主( 中)

中生 銀 坊 主( 中)

中生 銀 坊 主( 中)

中生 銀 坊 主( 中)

中生 銀 坊 主( 中)

中生 銀 坊 主( 中)

中生 銀 坊主( 中)

中生 鋭 坊 主( 中)

中生 銀 坊 主( 中)

02 .

′

n

)
1

し
-
1
-

-
ノ

5 9 .7

8 4 .3

7 0 .7

7 9 .3

大 正 1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

1 5

昭 和 2

J

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

( 註) E 家 『大福稲刈帳』 よ り集計 .

三
･

四
･

五
･

六
･

九

二

二
･

一

三
･

一

五
･

昭

和
三

･

六
･

七
の

各

年
､

品

評

会

出

品

年

度

-
大
正

四
･

五
･

昭

和
六

･

七
の

各

年
､

但
し

大
正

四

年

度

は

｢

増

収

研

究

会
+

と

｢

中

条

農

学

校
+

の

二

ケ

所
に

出

品
､

又

昭

和
七

年
度
に

は
二

等

箕
授

止

貫
｡

(

4
)

T

家
は

千

町

歩
地

主

白

勢

家
の

差

配
を

し

て

お

り
､

E

豪

と

同

様

村

内
上

層
の

手

作

地

主

で

あ
っ

た
｡

(

5
)

大

正

三

年

『

北

蒲

原

郡

是
』

で

も
こ

の

点

｢

金

肥
に

於

て

は

大

豆

粕
･

米

糠
･

魚

肥
･

骨
粉
等
に

し
て

､

共

成

分
は

窒

素
に

重

き
を

置
き

､

燐
酸

･

及

び

加

里
の

施
用

少
き

の

憾

み

あ

り
+

と

述
べ

て

い

る
｡

(

6
)

『

大

福
日

記

帳
』

よ

り
｡

(

7
)

E

家
の

あ

る

金

塚

村

周

辺

は

干

拓
地

で

あ

る

た

め

小

作

権

(

作

株
)

が

強
い

こ

と
､

そ

し

6 3 6



( 9 5 ) 零細農 耕削と 地 主 的 土 地 所 有

て
､

こ

の

作

株

地

は

他
の

田

と

比

較
し

て

小

作

料

が

低
い

こ

と
か

ら
､

仲
小

作
が

発
生

し
､

一

種
の

地

主

的

権
利

と

し

て

の

仲

小

作

権
が

定

着
し

た
｡

(

8
)

大

正

四

年
度
は

販

売

米
の

史

料
が

欠

け

て

い

る

が
､

そ

れ

以

降
､

>

茸

慧
>

凰
＋

拝

馳
米
-

藩
甜

米
∬

合

蘇

と

な
る

こ

と

か

ら
､

こ

の

よ

う
に

推

定

し

た
｡

し
か

し
､

史
料

的
に

確
認
で

き
る

大
正

五

年

以

降
の

販

売

米

は
､

入

附
納
入

額
が

少
い

(

記

載
さ

れ
て

い

る

限

り

で

は
)

こ

と
に

よ

り
､

二

七

〇

俵
の

水

準

を
か

な

り

下

回
っ

て

い

る
｡

こ

の

点

は

疑
問
の

残
る

と

こ

ろ

で

あ

る

が
､

確
認
し

え
な

か

っ

た
の

で
､

大

正

四

年
の

数

億
を

も
っ

て

推

定

し
た

｡

三

昭

和
期
へ

の

経
営
変
化
の

特

徴

全

国

的

指
標
と

し

て

ほ
､

生

産
力
の

著
し

い

発
展

･

直
接
生

産

(

1
)

着
で

あ

る

農
民
の

小

商
品

生

産
者
化

､

米
騒

動
･

戦
後
恐

慌
･

昭

和
大

恐

慌
と

つ

づ

く

激
し
い

経

済

変
動

､

さ

ら
に

ほ
､

農
民
の

小

商
品
生

産
者
化

を

基

礎
と

し
て

現

出
す
る

小

作
争
議
を

直

接
的
き

(

2
)

っ

か

け

と

し

た

地

主

的
土

地

所
有
の

後
退

､

と
い

っ

た

こ

と

が

指

摘
し

う
る

時
期
に

､

手

作
地

主
E

家

ほ

そ

の

経

営

内

容
を

ど

の

よ

う
に

変
化

さ

せ

て

い

く
か

､

そ

の

こ

と

を

あ

き

ら
か

に

す
る

の

が

本

節
の

課
題
で

あ

る
｡

ま

ず
､

自
作
部
分
で

あ

る

が
､

H

家
の

耕
作

規
模
の

推
移
を

示

し

た

の

が

表
4

で

あ

る
｡

大

正

期
に

お

い

て

は

仲
小

作
分

を

引

上

げ
て

耕
作
し

て

い

る

大
正

一

二
一

･

六
･

九

年
を

除
け

ば
､

ほ

ぼ

三

町

前
後
と

変
化
が

な
い

｡

と
こ

ろ
が

､

昭

和
に

入
っ

て

二

二
二

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

年
に

八

反

近

く
の

小

作
地

を

引

上

げ
て

自
作
に

ま

わ

し
､

耕
作
規

模
を

一

挙
に

三

町

八

反

と

し
､

以

後
そ

の

規
模
を

持
続
す
る

｡

こ

れ

は
､

小

作
争
議
の

影

響
､

ま
た

次

男
の

農
学
校
に

入
る

学

資
金

(

3
)

を

確
保
す
る

た

め

と

い

っ

た

理

由
が

考
え

ら

れ

る

が
､

と

も
か

く
､

表 5 H 家 肥 料 消 費 の 動 向

合そ の 剖料 金 l う ち化 学 肥 料! 肥

%
6 5 .8

0
ノ

5

2

0
0

8

′
+

U

O

O

っ
J

l

1

4

4

7

3

3

0

→

J

っ

J

っ
J

′

h
)

2

′
h

)

5

′

h

)
5

4

′

L

U

∠
U

`
U

8

6 6 .2

円

1 9 4 .0 0

1 6 0 .9 0

1 76 .5 0

2 2 3 .2 2

1 09 .5 0

1 09 .5 0

99 .0 0

1 4 6 .2 5

1 6 0 .8 0

1 1 2 .2 0

3 0 7 .4 0

2 4 7 .8 0

円

2 95 .9 5

3 40 .9 0

3 6 3 .1 0

3 0 5 .5 5

3 4 4 .5 8

3 44 .5 8

2 3 6 .0 0

22 0 .8 5

2 4 5 .3 0

1 6 9 .3 0

3 5 9 .0 0

3 7 3 .5 8

1

2

っ
J

4

-
･
､

J

′
L

U

7

8

9

0

1

2

1

1

1

和
習
口

( 註) E 家 『大福稲刈岐』 よ り集 計 但 , 苗代肥料 は含 まず .

β3 7
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表 6 E 家 雇人 の 動 向

日 雇 ･ 季 節

雇 労 費
給 金 稔 額

年 雇 人 数

男 l 女

ヲ右

2 1
.9 2

1 4 .4 5

9 .7 0

｡

3

5

｡

｡

｡

巾

巾

巾

5

0 ･5

7

一

l ･1

4 ･5

㍑

1 ･5

1 ･5

0

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

5

3

4

0

0

1

2

4

8

4

/

b

′

0

8

2

2

7

2

2

8

′

b

O
ノ

l

l

l

1

2

1

2

2

†

J

2

3

っ
J

1

2

2

2

2

2

l

l

l

l

l

l

l

1

2

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

5

′

b

7

8

9

0

1

2

っ

J

4

-
･

J

2

3

4

5

′

q

】7

8

q
ノ

O

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

正

和

大

昭

( 註) 大正 1 4 年 ま で 『大福 日記帳』大正 1 5 年 以降 『大福稲刈

帳』 よ り集 計･ α は雇人 の 偶 に 記 載さ れ て い るカミ
, 給 金額カ;

わ か ら な い も の カミ
, 昭和 7

,
8

,
9 年 に 1 人 い る た め で あ る .

か

ら

崩
れ

､

中
早

生

種
中

心
の

詔
β

U

作
付

体

系
に

変
化

し

て

い

る

こ

と

が

指
摘
で

き

る
｡

第
二

に

は
､

品

種
の

統
一

･

集
中

化
が

大
正

後
半

期
よ

り

計
ら

れ

て

い

る
こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

資
本
主

義
の

発
達
に

と

も

な

う

労
働
者

人

口

の

増

大
は

､

｢

米
穀
検
査

(

4
)

制

度
+

等
を

通

し
て

米
穀
市

場

側
か

ら
の

良

質
で

均
質
な

米
と

い

う
要
求

を

農
村
に

持
込

む
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

小

商
品

生

産

者
と

し
て

成

長
し

た

Ⅱ

家

は
､

耕
作
規
模
の

拡

大
が

可
能
で

あ

り
､

か

つ

貸
付

け
て

お

く

よ

り

も

自
作
す

る

方
が

経

済

的
に

有
利
で

あ

る

と

い

う

条
件
が

こ

の

と

き

は

存
在
し
て

い

た

こ

と

を

意
味
し
て

い

る
｡

こ

れ

は

第
一

に

指

摘

し

て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

点
で

あ

る
｡

次
に

経

営
の

内

容
に

立

入
っ

て

検
討
す
る

と

ど

う
か

｡

同

じ

表

4

に

よ

り

作
付

品

種
の

推
移
を

み

る

と
､

第
一

に
､

収

量
の

多
い

中

晩
生

種
中

心
の

作
付

体

系
が

耕
作
規
模
を

拡

大
す

る

昭

和
初

期

収

量
は

少

く
て

も

良

質
な

中

早

生

種
へ

の

移
行

､

品

種
の

統
一

･

集
中
化
(

均
質
な

米
)

と
い

う
こ

と

で

対

応

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

小

南
晶
生

産
者
と

し

て

の

努
力
の

現

わ

れ

は
､

肥

料
消

費
に

つ

い

て

も

指
摘
で

き

る
｡

先
に

大
正

初
期
に

お

い

て

は
､

大
豆

粕
等
が

肥

料
の

中
心

で

あ

る

こ

と

を

示

し
て

お

い

た

が
､

表

5

に

よ

り
､

昭

和
期
の

肥

料
消

費
の

動
向

を

検
討
す
る

と
､

特
許
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肥

料

を
は

じ

め

と

す

る

化

学
肥

料
が

そ

の

中
心

的
地

位
を

奪
っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

大
正
･

昭

和
に

お

け

る

反

収
の

著
し

い

増

加
に

､

こ

の

化

学

肥
料
の

使
用
の

増
大
が

大
き

な

意
義
を

担
っ

て

い

た

こ

と

は

疑
い

な
い

｡

さ

ら
に

､

Ⅱ

家

雇
人
の

動
向

を

表
6

に

よ

り

検
討
し

て

お

こ

う
｡

こ

れ

に

よ

る

と

第
一

に
､

大
正

八

年
ま
で

は
､

臨
時
雇
を

入

れ

て

い

る

が
､

そ

れ

以

降
は

年
雇
の

み

に

な
っ

て

い

る

こ

と
､

第
二

に
､

年
雇
の

人

数
が

､

大
正

一

二

年
ま
で

は

原

則
と

し

て
一

人

で

あ
っ

た

の

が
､

そ

の

後
増
加
し

､

耕
作

規
模
を

拡

大
し

た

昭

和

三

年
に

は

三

人
､

さ

ら
に

昭

和
八

年
に

は

四

人
に

し

て

い

る

こ

と
､

第
三

に
､

給
金
の

支

払

方

法
が

､

大
正

前

期
に

は

現

物
支

給
を

含
む

分

割
渡
で

あ
っ

た

の

が
､

昭

和
期
に

は

こ

れ

ら
の

記

載
が

な

く
､

支

給

額
だ

け

記

し
て

い

る

こ

と

か

ら
､

一

括
払
に

な
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

E

家
が

小

商
品

生

産
者
と

し

て

の

性
格
を

強

め

る

に

従
い

､

雇
用

関

係

を

近

代
化
し

っ

つ
､

雇

用

労
働
力
を

次
々

と

増
加
さ

せ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

耕
作
規
模
の

拡

大

を

は

じ

め
､

品

種
の

中
早

生

種
化

､

統
一

･

集
中

化
､

化

学
肥
料
の

施
用

増
大

等
と

と

も
に

､

こ

の

雇
用

労
働

力
に

お

け
る

変
化

を

考

え

あ

わ

せ

れ

ば
､

E

家
が

如
何
に

烏
業
経

営
を

商
品
生

産
と

し
て

成

立
さ

せ

る

か

に

努
力

し

た

か

が

う
か

が

表 7 ヨ: 家 所得決定 額 の 推移

1 5

一
大 正 7 1 8 1 昭和 2 1 3 1 4 1 1 2

田 畑 貸 付

円

8 7 3 8 1 3 7 3 9 9 1 3 5 アユ 1
,
0 9 7 1

,
7 9 5

田 畑 自 作 3 5 5 3 3 0 3 7 6 3 5 7 7 6 S

山林 ･

宅 地 5 4 3 6 3 6 9 7 7

中 小 作 1 1 5 1 2 0

養 蚕 8 1 6 8 8

配 当 1 8 1 1 5 8 1 3 7 1 3 0 1 7 6

報 酬 1 8 0 2 4 0

合 計 1
,
2 4 0 1

,
1 7 3 1

,
3 2 7 1

,
4 4 5 1

,
1 0 3 1

,
5 91 2

,
74 6

( 註 ) E 家 『所裔税 申告書挺』 エり . 昭和 4 年は
, 長 男の 所得 分含 まず ,

え

る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

よ

う

な

努
力
の

結
果

と

し
て

､

表
1

に

示

し
た

よ

う
な

､

大
正
･

昭

和
に

お

け

る

飛

躍
的
生

産

力
の

増
大

､

さ

ら

に

は

村
平
均
反

収

を

常
に

上

回
る

篤

農
家

と

し
て

の

H

家
の

地

位
が

あ

る

の

で

あ

る
｡

以

上
､

Ⅱ

家
の

大
正

･

昭

和
に

お

け

る

小

商
品

生

産

農
家

と

し

て

の

発

展
･

再
編

成
の

実

態
を

概

観
し

て

き

た

わ

け

で

あ

る

が
､

脚
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図 1 Ⅱ 家の 生 産米 ･ 入附米 ･

販 売米

販 売米
40 00 円

生 産米

00 0 円
･

′
一

′
俵

3 0 0

2 0 0

入 附収 納釆
′

/

2 0 00 円

/
′

′
′

/
←

ヽ

1

､

ヽ

1

､

J ヽ

付土 一

地 地町
増塔八
加入 反

貸 の

1 00 0 円

､

)
大
凶

作

ヽ

ヽ

八

一
町
八

反
の

土
地
桂

入

貸
付
地

増
加

作 一

地 町
九-ヒ

真空
他 の 内
増貸仲
加付 ノト

5 6 7 さ 9 10 1 1 12

1 00

お 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 喝2 3 4

( 珪) E 家 r 大福稲刈岐』r 大福 日記帳』 上 り .

わ

れ

わ

れ

は
､

手

作
地

主

と

し

て

の

Ⅱ

家

経
営
全
体

の

中
に

こ
■
の

農
業
経
営
を

位
置
づ

け
､

分

析
す
る

こ

と

に

よ

り
､

さ

ら
に

問
題

を

展

開
し

た

い
｡

表
7

は
､

Ⅱ

家
の

所
得
決
定

額
の

推
移
を

示
し

た

も

の

で

あ

る
｡

所
得
税
申
告
の

た

め

の

｢

所
得
+

で

あ

る

か

ら
､

必

ず
し

も

正

確

ヽ

ヽ

(

5
)

に

正

家
の

所
得
を

反

映
し

て

い

る

と

は

い

え

な
い

が
､

傾
向

と

し

如
β

U

て

次
の

こ

と
が

指
摘
で

き

る
｡

第
一

に
､

Ⅱ

家
で

は
､

こ

の

時
期

の

地

主
一

般
に

み

ら
れ

る

よ

う

な

株
式
所
得
の

著
し
い

増
加
は

な

い

と

い

う
こ

と
｡

第
二

に
､

土

地

所
得
と

し

て

の

貸
付

所
得
と

自

作
所
得
と

の

対

比
で

は
､

貸
付

所
得
の

比

重
の

方
が

大
き

く
､

昭

和
一

二

年
以

降
は

､

さ

ら
に

貸
付

所
得
の

比

重
が

高
ま
っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま
り

､

E

家

は
一

貫
し
て

手

作
地

主
と

し

て

の

性
格
を

保
つ

と

と

も

に
､

昭

和
一

〇

年
代
に

ほ
､

地

主

と

し

て

の

側
面

を

よ

り
一

層
強
め

て

い

る

と
い

え
る

｡

さ

ら
に

､

H

家
の

生

産
米

､

入

附
収

納
米

､

販

売

米
の

推
移
を

示
し

た

の

が

図
1

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と
､

入

附
収

納
米
の

此

重
は

大
正

六

年
ま

で

は
､

二

五

-
三

〇

%
､

貸
付
地

の

増
加

を

は

か

る

大
正

末
ま

で

は
､

三

五

-
四

〇

%
､

小

作
地

を

引
上

げ
､

自
作
地
を

増
加
さ

せ

る

昭

和

二

年
か

ら
一

〇

年
ま
で

は
､

ほ

ぼ

三

〇

%
､

再
び

貸
付

地

を

増
加

さ

せ

る
一

一

年
以

降
ほ

三

五

%

と

変
化

し

て

い

る
｡

そ

し

て
､

入

附
収

納
額
は

､

全
体
と

し

て

小

作
地

引

上

げ

を

貸
付
地

増
加
が

上

回
る

こ

と

に

よ

り
､

大
正

五

年
の

七

〇

俵
か

ら
昭

和
一

二

年
の

一

四

〇

俵
に

倍
増

す
る

｡

一

方

自
作
部
分

は
､

先
に

指
摘
し

た

昭

和
二

･

三

年
の

小

作
地
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引
上
に

よ

る

規
模
拡

大
と

､

反
当

収

量
の

増
大
と

に

よ

り
､

生

産

米
を

一

六

〇

俵
か

ら
二

四

〇

俵
に

増
加
さ

せ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

Ⅱ

家
の

米
販

売
ほ

､

生

産
力
の

増
大

･

自
作
地

(

6
)

の

拡
大

､

貸
付

地
の

増
大
と
い

う
三

条
件
が

重

な
り

､

大
正

五

年

二

〇
〇

俵
の

水

準
か

ら
昭

和

〓

年
の

三

〇

〇

俵
へ

と
､

一

〇
〇

俵
近

く

増
大
す

る
｡

つ

ま

り
､

E

家

は

小

商
品

生

産
農

業
を

発
展
さ

せ
､

耕
作
規
模

を

拡

大
し
て

生

産
米
を

増
加

さ

せ

る

と

同

時
に

､

い

や
､

そ

れ

以

上

に

貸
付

地

を

増
大
さ

せ

る

こ

と
に

よ

り
､

Ⅱ

家

全

体
の

経
営
規

模
を

格
段
に

拡

大

し
て

い

る

と
い

え

る

の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

問
題
ほ

､

Ⅱ

家
が

全

体
の

経
営
規
模
を

拡
大
し

て

い

る

と

は

い

え
､

大
正

中

期
以

降
と
い

う
地

主

的
土

地

所

有
の

頭

打
･

後
退
が

問
題
に

な

る

時

期
に

､

と

り

わ

け

昭

和
一

〇

年
代
に

自
作
地
の

拡

大
よ

り

貸
付
地
の

拡

大
に

向
か

っ

て

い

る

と
い

う
事

実
で

あ

る
｡

Ⅱ

家

は

自
作
部

分
に

お

い

て

小

南
晶

生

産
農
業
を

発
展
さ

せ

る

中
で

再

編
成

し
､

耕
作
規
模
の

拡
大
も

行
な
っ

て

き

た
｡

そ

れ

が
､

何
故

､

零
細
農
耕
の

枠
を

と

り

払
う
方

向

で
一

層
の

規
模
拡

大
に

向

う
の

で

は

な

く
､

零
細
農
耕
そ

れ

自
体
を

存
立

基
盤
と

す
る

地

主
的
土

地

所
有
の

拡

大
に

向

か
っ

た

の

か
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

の

こ

と

を

あ

き

ら

か

に

す

る

こ

と

に

よ

り

主

題
に

迫
ろ

う
と

考
え

る
｡

(

1
)

前

掲

拙

稿

『

土

地

制
度
史
学
』

､

三

八

号
参

照
｡

ま

た

第

四

節

で

も

展
開
し
て

あ

る

の

で

参
照

さ

れ

た
い

｡

(

2
)

拙
稿

｢

小

作

争
議

の

展
開

と

自

作
農

創

設

維

持
政

策
+

『

一

橋

論
叢
』

､

第
六

十

巻
､

第

五

号
､

｢

農

民

闘

争
の

展
開
と

地

主

制

の

後

退
+

『

歴
史
学

研

究
』

､

第
三

四

三

号
､

参
照

｡

(

3
)

E

家
で

の

聴

取
に

よ

る
｡

(

4
)

米
穀

検

査

制

度
の

も
つ

意
味

､

地

主

的

土

地

所

有

と
の

関

連
に

つ

い

て

は
､

前

掲

拙

稿

『

土

地

制

度
史
学
』

を

参
照

さ

れ

た

い

｡

(

5
)

株

式

収
入

は
､

大
正

九

年
の

税
制
の

改
正

ま

で

所

得

税
の

課

税

の

対

象
に

な

ら

な

か

っ

た
の

で

申
告
し
て

い

な

い
｡

ま

た

収

入

か

ら

の

捜

除
額

･

方
法

も
､

そ

れ

ぞ

れ
の

科

目
に

よ

り

異
な

る

の

で

正

確

な

も
の

と

は
い

い

が

た
い

｡

(

6
)

E

家
の

場
合

､

入

附
額
を

一

人
一

人

追
っ

て

い

っ

て

も

顕

著
な

変
化

が

み

ら

れ

な
い

の

で

あ

る

か

ら
､

入

附
米
の

増

大
は

も
っ

ば

ら

貸
付

地

の

増
大

と

結
び

つ

い

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

四

零
細
農
新
制
と

地

主
的
土
地

所

有

E

家
の

農
業
経

営
は

､

い

う
ま
で

も

な

く

高
率
現

物
小

作
料
と

い

う

負
担
を

背
負
っ

て

い

る

小

作
地
の

経
営
で

は

な

く
､

地

代

支

払
の

義
務

が

な
い

自
作
地

経

営
で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て
､

そ

の

蓄

▼

⊥

積
基

盤
は

小

作
農
と
は

決
定

的
に

異
な
っ

て

い

る

と

い

わ

ね

ば

な

朗



一 橋 論叢 第 六十 三 巻 第 五 号 (1 0 0)

園 2 H 家耕地 位 置 概 略

北

+ 魅
→

千
町
歩
地

主

自
勢
家
宅
地

居並卜

沖稀菓場

堀 割

( ?)勃
H十

浅地 麻原後稲乗場

㌣井分

( 註) こ の 他 苗代 2 反 , 新田 2 反が あ る方; 位畳不明 . 耕地
内 に示 し た数字は反別 .

剖

割

割

磯

城

頻

ら

な
い

｡

し
か

し
､

逆
に

小

作
農
と

は

比

較
に

な

ら

な
い

蓄
積
基

盤
を

も

つ

H

家
が

､

自
作
地

経
営
を

ど
の

よ

う
な

方

向
に

持
っ

て

い

こ

う

と

し
て

い

る

か

を

確
定

す

る

こ

と

は
､

同
じ

零
細
農

耕
と

い

う
生

産

力

的

条
件
を

有
す

る

小

鼻
民

(

小

作
費
を

含
め

て
)

の

方

向

を

も
一

不

唆
す
る

こ

と
に

な
る

と
い

え

よ

う
｡

す
で

に
､

Ⅱ

家
は

小

商
品
生

産
を

発

展
さ

せ
､

再
編

成
を

進
め

る

中
で

､

昭

和
二
･

三

年
､

耕
作
規
模
を

八

反

拡

大
し

た

こ

と

は

指
摘
し
て

お

い

た
｡

で

は
､

こ

の

拡

大
ほ

ど

の

よ

う
な

条

件
の

も

と

で

行
な

わ

れ

た
の

で

あ

ろ

う
か

｡

図

2

は
､

正

家
が

小

作

地

を

引

上

げ
､

自
作
地

を

拡

大
し

た

と

き
の

耕
地

を

聴
取
に

よ

り

復

元
し

た

も

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と

H

家
の

耕
地

は

旧

紫
雲

寺
潟
辺
の

自
宅
か

ら

掘
割

に

そ

っ

て

散
在
し

て

い

た

こ

と

が

確
め

ら
れ

る
｡

そ

し

て
､

耕
地
は

一

反
区

切

で

整
然
と

し

て

い

る
｡

し

表 8 :E 家 の 作業単位 当 反 別

一 作 業 単
位 当 反 別

O

q
/

A
T

2

9

0
ノ

8

7

8

q
/

耕 作 反 別

0

7

7

4

4

1

ユ
J

8

∠

U

▲リ
ノ

4

4

【
J

■

ヽ
)

5

反

3 3 .8

3 2 .2

3 0 .0

3 7 .1

3 7 .8

5

0

5

′
▲

U

2

1

1

1

一
一

一

一

1

6

1 2

2

ト

n

乱

低) 『大福稲刈帳』 よ り集 計 各 年 の 移動平 軌 一

作要単位 当
反別 とほ E 家カニ実際 に刈取 っ た とき の 作業単位 で あり , 主
と して

, 品種別 ･ 肇別 に左右 さ れ て い る .

∂4 β

か

し
､

こ

れ

ら
の

耕
地

は

干
拓
地

で

あ

る

こ

と
か

ら
､

｢

辺
+

に

近

い

程
水

か

か

り

も

水
は

け
も

よ

い

艮
耕
地

､

｢

沖
+

に

い

く

程
水

が

か

か

ら

ず
､

悪
水
の

湛
ま

る

悪

耕
地

と

な
っ

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

一

つ

一

つ

の

田

は
一

反

区

切
で

整
然
と

し

て

い

る

が
､

お

互

に

｢

辺
+

か

ら

｢

沖
+

ま
で

順
に

耕
地

を

持
合
い

､

散
在
さ

せ

る

こ

と

に

よ

り

水

害
･

干

害
か

ら
の

危
険
を

分

散
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

小

農
故
彿
に

も

と
づ

く
生

産

力
水

準

と
､

歴

史

的
･

社
会

的
に

形



( 1 0 1) 零細 農耕制 と地 主 的 土地 所有

成
さ

れ

た

耕
地

形
状
と

は
､

金

塚

村
に

お

い

て

も

零
細
錯
■
圃
農

耕

(

1
)

を
一

般
化
し

て

い

る

と
い

え

よ

う
｡

E

家
の

規
模
拡

大
は

､

小

商
品

生

産
農
業
を

発
展
さ

せ

再
編

成

を

進
め

る

と

い

う

背
景
を

持
ち
つ

つ

も
､

こ

う
し

た

零
細
錯
国
鳥

耕
と
い

う

枠
の

中
で

行
な

わ

れ

た
｡

そ

し
て

､

わ

れ

わ

れ

ほ
､

E

家
の

耕
作
規
模
拡
大
が

八

反
を

引
上

げ
､

三

町

八

反
に

し

た

の

が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ぎ

り

ぎ

り

の

限

度
で

あ
っ

た

と

み

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

第
一

に

正

家

が

拡

大
し

た

耕
地

ほ
､

Ⅱ

家
か

ら

最
も

速
い

｢

沖
+

の

藤
井
分
八

反
で

あ

っ

た
｡

干
拓
地
で

あ

る

た

め

小

作
権
が

強
く

小

作
地

引
上

の

障
害
に

な

る

こ

と

や
､

零
細
錯
圃
で

あ

る

こ

と
に

よ

り

危
険
分

散
を

ほ

か

っ

て

い

る

こ

と
は

､

Ⅱ

家
が

規
模
拡

大
を

し

よ

う
と

す

淋
¢

H

幣

8

れ

ば
､

条
件
の

悪
い

｢

沖
+

の

耕
地

し
か

な

い

と
い

う

社
会

的
制

約
を

な

し

て

い

た
｡

ま
た

第
二

に
､

E

家
が

こ

の

八
反

を

増
加
さ

せ

る

た

め

に

行
っ

た

雇

人
の

増
大

､

品

種
の

改

良
･

統
一

等
の

商

品
生

産
者
と

し

て

の

努
力
が

､

表
8

に

み

る

よ

う
に

作

業

能
率
の

向

上

等
の

労
働
生

産
性
の

向

上
に

つ

な

が
っ

て

い

る

と

す
る

の

は

困

難
で

あ

り
､

む
し

ろ
､

小

農
技
術
を

最
大
限
に

発
揮
し
て

い

る

姿
を

そ

こ

に

見
出
さ

ざ

る

を

え

な
い

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

E

家
が

八

反

を

拡

大

し

た

と

き

の

条
件
を

検
討
す
る

と
､

E

家
に

と
っ

て

ほ
､

ぎ

り

ぎ

り

の

拡

大
で

あ

っ

た

こ

と
が

わ

か

る
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

の

よ

う
に

規
模

拡

大
に

と
っ

て

零
細
農
耕
そ

皿

音
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表 10 H 家米価 の 推移

円

6 .1 0

1 4 .5 0

1 4 .9 0

1 8 .6 0

9 .9 0

13
.6 0

1 0 .1 0

1 2 .1 0

1 4 .8 0

1 3 .8 0

1 2 .8 6

1 1 .1 0

1 0 .1 5

9 .5 0

6 . 4 0

1 1 . 0 0

大 正 5 年

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

昭和 2

3

4

6

1 0

( 註) F 大福日記帳』 よ り .

れ

自
体
が

障
害
に

な
っ

て

い

る

こ

と

を

確

認
し

た

の

で

あ

る

が
､

さ

ら
に

､

Ⅱ

家
の

経
営
収

支

=

蓄
積
の

変
化
が

､

Ⅱ

家

の

規
模
拡

大
､

あ

る

い

は

拡

大
制
約
に

ど

う
か

か

わ
っ

て

い

る

か

を

あ

き

ら

か

に

し

た

い
｡

な

ぜ

な

ら
､

規
模
拡

大
の

制
約
条
件
と

し
て

あ

る

零
細

農
耕
を

突
破

し

う
る

か

香
か

は
､

突
破

し
ょ

う
と

す
る

経
営

に

ど

れ

程
の

蓄
積
能
力
=

基
盤
が

あ

る

か

に

左

右
さ

れ

る

と

考
え

る

か

ら
で

あ

る
｡

表
9

は
､

昭

和
期
の

Ⅱ

家

自
作
経
営
の

概
況
を

示

し

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と
､

第
一

に

E

家
の

経
営
は

米
価
の

変
動
に

大
き

く
左

右
さ

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

ま

た

第
二

に
､

肥

料
･

労
賃
等
は

米
価
の

変
動
に

対

し

て

弾
力

性
が

小
さ

く
､

そ

の

こ

と
に

よ

っ

て
一

層
H

家
の

｢

余

剰
+

は
■

左

右
さ

れ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

恐

慌
が

最
も

深
刻
化

す

る

昭

和
六

年
に

は
､

E

家

の

｢

余
剰
+

は
､

半
分
に

減
っ

て

六

〇
五

円
と

な

り
､

売
米
価

額
に

舶
β

U

対

す

る

｢

余
滴
+

割
合
も

､

二

〇

%

減
少
し

て

四

八

%

と

な
っ

て

い

る
｡

Ⅱ

豪
が

昭

和

初
頭
に

規
模
拡

大
に

向
か
っ

た
の

は
､

表
10

に

示

し

た

よ

う
に

､

大
正

中

期
以

来
の

此

較
的
安
定
し

た

米
価
に

支
え

ら
れ

､

自
作
部
分
に

お

け

る

経
営
が

好
調
を

保
っ

て

い

た

こ

と
が

大
き

な

条
件
と

な
っ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

い

い

か

え

れ

ば

小

商
品

生

産
者
と

し

て

の

再

編

成
の

努
力
が

､

そ

れ

な

り

に

報
わ

れ

る

関
係
が

成
立

し

て

い

た

か

ら
､

規
模

拡
大
に

向

き
え

た

と
い

う

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

昭

和

期
の

条
件
は

全

く

異
な

る
｡

農
村

を

昭

和
五

年
に

襲
っ

た

恐

慌
は

､

昭

和
八

年
頃
ま

で

猛

威
を

ふ

る

い
､

農
民
の

蓄
積
基

盤
を

破

壊
し

た
の

で

あ

る
｡

表
9

に

示
し

た

事
態

は

ま

さ

に

そ

の

こ

と

を

実
証
し

て

い

る
｡

米
価
が

不

落
し

､

恐

慌

状
態

に

突
入

す

る

や
い

な

や
､

そ

れ

ま
で

の

肥
料
増
投

･

雇
人
の

増
員
と
い

っ

た

商
品
生

産
者

的
努
力
は

､

米
価
に

対

し
て

弾
力

性

が

な
い

が

故
に

､

桂
椅
と

化

す
の

で

あ
る

｡

E

家
が

､

そ

の

後
規

模
拡
大
の

動
き

を

見
せ

な
い

の

は
､

か

か

る

恐

慌
に

よ

る

影
響
が

左

右
し

て

い

た

と

考
え

ら
れ

る
｡

E

家
の

よ

う
に

､

高
率
現

物
小

作

料
か

ら

自
由
な

自

作
巌
営
に
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も

大
き

な

影

響
を

及

ぼ

す

恐

慌
は

､

他
の

農
民

諸

層
に

は
､

よ

り

深

刻
な

影

響
を

与

え

ず
に

は

お

か

な
い

｡

表
1 1

は
､

金

塚
村
の

自

作
農
創

設
維
持
資
金

借
入

者
の

昭

和
四

年
と

五

年
の

経
営
内

容

を

対

比

し

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と
､

米
価
の

下

落
す
る

昭

和

五

年
に

､

経
営
内

容
が

一

挙
に

悪
化

す
る

状
況

が

は
っ

き
り

読

み

と
れ

る
｡

自
創
資
金

借
入

者
の

｢

償
還

延
期
理

由
書
+

を

整
理

し

た

も

の

で

あ

る

か

ら
､

誇
張
し

て

記
入

し

た

部
分
が

な

い

と

は

い

え
な
い

が
､

そ

れ

に

し

て

も
､

米
価
に

対

す
る

肥
料
代
を

は

じ

め

と

す

る

他
の

支

出
項
目
の

硬

直
性
が

収

支
の

悪
化
を

倍
加

し
て

い

る

こ

と
は

否
定
で

き

な
い

｡

さ

ら
に

､

注

目
す
べ

き

は
､

小

作
地

率
の

大
小
が

､

経
営

収
支

に

大

き
な

影
響
を

与

え
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

恐

慌
の

打
撃
以

前
に

､

す
で

に

小

作
料
の

重

圧
が

小

作
農
民

を

圧

迫
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

こ

れ

ら

小

作
農
民
は

､

E

家

と

は

比

較
に

な

ら

な
い

狭
い

蓄
積
基

盤
し

か

も
っ

て

い

な
い

の

は

当

然
で

あ
る

｡

小

商
品
生

産
農
業
の

進

展
に

と

も

な
い

､

上

層
小

作
烏
の

中
に

は
､

販

売
米
を

か

な

り

も
つ

も
の

が

あ

ら

わ

れ

て

き
て

い

る

こ

と

は
､

表
1 1

か

ら

も

う
か

が

え

る

が
､

逆
に

､

小

商
品
生

産
者
と

し

て

成
長

し

て

き

た

が

故
に

､

恐

慌
と

小

作
料
の

重

圧
で

､

か

れ

ら

の

蓄
積
基
盤
は

､

破

壊
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

H

家
と

違
っ

て
､

高
率
現

物
小

作
料
か

ら

解

放
さ

れ

て

い

な
い

小

作
農
民

に

と
っ

て

は
､

零
細
農
新
制

を

打
破

す
る

と

い

う
課

題

に

迫
る

以

前
に

､

こ

の

高
率
現

物
小

作
料

を

如

何
に

し

て

廃
棄
す

る

か

と

い

う

課

題
に

直
面
せ

ざ
る

を

え

な
い

と
い

え

よ

う
｡

さ

て
､

こ

こ

ま

で

は
､

H

家
が

何

故
昭

和
初

頭
に

は

新
作
規
模

拡

大
に

向
か

い
､

そ

れ

以

後
は

拡
大
し

な
い

か

と
い

う
こ

と

を

中

心
に

分

析
し

た

が
､

同

時
に

､

昭

和
一

〇

年
代
と
い

う

時
点
で

､

貸
付
地

拡

大
に

向
か

え
る

と
い

う

条
件
が

あ

き

ら
か

に

さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

つ

ま

り
､

小

作
料
収
入

に

顧
る

方
が

､

零
細
農
新
制

の

種
々

の

制

限
を

越
え

て

耕
作
規
模
拡

大
に

向
か

う
よ

り

有
利
で

あ
っ

た

と
い

う

条
件
が

あ

き

ら
か

に

さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

す
で

に

指
摘
し

た

よ

う
に

､

Ⅱ

家
の

入

附
は

凶

作
時

以

外

増
徴

も

減
免
も

な
い

｡

こ

の

こ

と

は

図
1

か

ら
も

読
み

と

れ

る

こ

と

で

あ

る

が
､

高
率
現

物
小

作
料
の

実
現

が

可

能
で

あ
っ

た

こ

と

を

意

味
し

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

大
字

金

塚
で

は

小

作
争

議
を

起
さ

せ

な
い

ほ

ど
の

力

を

い

ま
だ

保
っ

て

い

た

千

町

歩
地

主

自
勢
家
の

隣
り

に

E

家
が

位

置
し
て

い

た

こ

と
､

さ

ら
に

は
､

地

主

的
土

地

所
有
の

意
味
を

無

に

す
る

ほ

ど

の

小

作
料
減
免
争
議
へ

と

附
近
の

農

民

運

動
が

展
開

6 4 6
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(

2
)

し

え

な
か

っ

た

こ

と

に

よ

る

と

考

え

ら
れ

る
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

地

主

的
土

地

所
有
を

後
退
の

方

向

に

追
い

つ

め

な

が

ら

も
､

官

憲
･

地

主
の

弾
圧

等
の

た

め
､

小

作
料
減
免
を

徹
底
的
に

推
し

進

め

え

な

か

っ

た

と

こ

ろ

に
､

小

南
晶
生

産
農
業
の

発
展
を

零
細
農

耕
別
の

打
破
へ

と

展
開
さ

せ

ず
､

逆
に

地

主
的
土

地

所

有
の

拡

大

を

許

し

た
一

つ

の

根
拠
が

あ

る
｡

以

上
､

E

家
の

分

析
を

通

じ

て

あ

き

ら
か

に

な
っ

た

こ

と

は
､

小

商
品

生

産
農
業
の

発
展
を

基
礎
に

再

編

成
を

行
な
い

つ

つ

も
､

零
細
農
耕
制
を

打
破
す

る

と

い

う

関
連
で

は
､

恐

慌
に

も

耐
え

ら

れ

る

ほ

ど

の

蓄
積
基
盤
の

確
立

､

と
り

わ
け

小

作
農
に

と
っ

て

は

地

主

的

土

地

所
有
の

廃

棄
に

よ

る

そ

れ

の

確
立

が

不

可

欠
の

条
件

を

な
し

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

ま

た
､

地

主

的
土

地

所
有

の

意
味
を

無
に

し

え

な
い

限
り

､

地

主

的
土

地

所

有
の

重

圧
か

ら

解
放
さ

れ

て

い

る

自

作

経
営
も

､

零
細
農

耕
打
破
と

い

う
志

向
を

も

つ

規
模
拡

大
で

は

な

く
､

地

主

的
土

地

所
有
の

拡
大
と

い

う
方

向
に

い

っ

て

し

ま

う
と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

わ
れ

わ

れ

ほ
､

農
地

改

革
の

担
っ

た

歴
史
的

性
椿
を

考
え

る

場

合
､

か

か

る

関
連
か

ら

評
価
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

考
え

る
｡

(

1
)

H

家
は

､

こ

の

耕
地

形

状
に

ほ

と

ん

ど

変
更

を

加
え

ず
戦

後
に

至
っ

て

い

る

こ

と

が

聴

取
に

よ

り

確
認
さ

れ

た
｡

(

2
)

前
掲

拙

稿

『

土

地

制

度
史
学
』

､

三

八

号

参

照
｡

(

一

橋
大

学

助

手
)

( 1 05) 零細農耕制 と地 主 的土 地 所有
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