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小
作
争
議
の

展
開
と

自
作
農
創
設
維
持
政
策

一

分

析
の

視
角

従

来
､

さ

ま

ざ

ま

な

論
者
に

よ

り

戦
前
日

本
農
業
の

基
本
的
階

級

構
成
は

地

主
･

小

作
関
係
で

あ

り
､

こ

の

地

主
･

小

作
関
係
の

も
つ

矛
盾

-
資
本
主

義
の

発
展
に

と

も

な
い

商
品

生

産
が

農
村

に

も

浸

透
し
て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
直

接
生

産
者
で

あ
る

小

作

農
あ

る

い

は

自
小

作
農
は

､

半
封
建
的
現

物
高
率
小

作
料
を

地

主

に

支
払
っ

て

い

る

1
の

激
化
が

小

作
争
議
を

も

た

ら

し
て

い

る

こ

と

は

あ

き

ら

か

に

さ

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

小

作
争

議
-
農
民

闘

争
の

激
化
に

よ

れ

地

主
的
土
地

所
有
が

危
機
に

陥
い

り
､

そ

れ
へ

の

対

応
と

し

て

政

府
も

｢

自
作
農
創
設
維
持
政

策
+

を

打
出
し
て

い

っ

た

と
い

う
こ

と

も

十

分
あ

き

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

と

考
え

る
｡

し

か

し
､

ブ

ル

ジ

ョ

ア

民

主

主

義
革
命
を

当

面
の

課
題
と

し

て

い

た

当
時
に

お

い

て
､

農
民
の

志
向

し

て

い

た

｢

土

地

改

革
+

の

出
発
点

は

何
で

､

ま
た

そ

の

到
達
点
へ

の

客
観
的

傾
向
は

如

何
な

(

1
)

る

も
の

で

あ
っ

た

か

を

確
定
し

､

そ

の

中
で

闘
い

の

方

向
と

形
態

ほ

現

実
に

ほ

ど

う

あ
っ

た

か

を

歴
史
的
に

分

析
す

る

と

い

う

視

(

2
)

角
は

欠
如

し
て

い

た

と

い

わ

ざ

る

を

え

な
い

｡

こ

れ

は

今
ま
で

の

農
民

運

動
史
研

究
が

も
っ

ぱ

ら

農
民

運

動
家
に

よ

る

農
民

組
合

運

動
史
か

､

あ

る

い

は

小

作
争
議
の

個
別

事
例
研

究
に

よ

る

事
実
の

積
み

重

ね

を

お

こ

な

う
と

い

う
点
に

重

点

が

お

か

れ

て

い

た

た

め

(

3
)

と

考
え

ら

れ

る
｡

わ

れ

わ
れ

は

こ

の

よ

う
な

農
民

組
合

運

動
史

･

小

作
争
議
研

究
の

成

果
を
ふ

ま
え

た

う
え

で
､

い

ま

述
べ

た

｢

土

地

改
革
+

の

出
発

点
か

ら

到
達
点
へ

の

客
観
的
傾
向

と
､

闘
い

の

方

向
と

形
態
を

あ

き

ら
か

に

す
る

必

要
が

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

∂2 4
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う

す
る

こ

と

に

よ

り
は

じ

め

て

地

主

的

土

地

所
有
を

決
定

的
に

解

体

し
た

｢

農
地

改

革
+

の

歴
史
的

性
格
を

解

明

す
る

端
緒
が

与
え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

農
民

闘
争

･

貞
民

層
の

動
向

が
一

義
的
に

｢

農
地

改

革
+

に

つ

な

が

る

と

い

う

わ

け
で

は

な

く
､

特
に

戦
時
段
階
に

な
れ

ば

侵
略
戦
争
強
行
に

よ

る

独

占
資
本
と

地

主
の

矛

盾
､

あ
る

い

は

敗

戦
に

よ

る

ア

メ

リ

カ

の

占

領
と

い

っ

た

こ

と
が

重

要
な

意
味
を

も
つ

の

は

い

う
ま

で

も

な

い
｡

し

か

し

｢

農
地

改
革
+

が

農
民

的
性
格
を

も
っ

て

い

る

か

香
か

､

つ

ま

り

農
民
の

志

向

-
｢

土
地

改

革
+

の

方

向
の

客

観
的

傾
向

-
に

か

な
っ

て

い

る

か

香
か

を

見
き

わ

め

る

た

め
に

は

ど

う

し
て

も

今

述
べ

た

歴

史
的
分

析
が

不

可

欠
に

な

る

の

で

あ

る
､

し

た
が

っ

て
､

本
稿
で

は

｢

農
地

改

革
+

の

歴

史
的
性

椿
を

あ

き

ら
か

に

す
る
一

準
備
作
業
と

し
て

以

上

の

よ

う
な

視
角
を

も
っ

て

分

析
を
お

こ

な

>

フ
0

な
お

本
稿
の

分

析
対

象
で

あ

る

が
､

農
民

層
の

志

向

!
動
向
を

あ
.
き

ら
か

に

す
る

と
い

う

課
題
か

ら

し
て

史
料
の

制

約
が

あ

り
､

こ

こ

で

は

昭

和
恐

慌
以

後
も
っ

と

も

激
し

く

小

作
争

議
の

展
開
を

み

せ

る

地

域
の
一

つ

で

あ

る

山

梨
県

､

な

か

で

も

史
料
的
に

農
民

層
の

存
在
形

態
を

全
村
的
規
模
で

押
さ

え

う

る

東
八

代

郡
英
村
を

主
た

る

対

象
と

し
七

分
析
し
て

い

く
｡

(

1
)

い

う

ま
で

も

な
く

､

か

か

る

視

角
は

､

レ

ー

ニ

ン

が

｢

一

九

〇
五

-
一

九

〇
七

年
の

第

∵
次
ロ

シ

ア

革

命
に

お

け

る

社

会
民

主

党
の

農

業
綱
領
+

(

『

全

集
』

一

三

巻
)

で

展
開

し

た

も
の

で

あ

り
､

｢

二

つ

の

道
+

理

論
を

導
き

だ

す

基

礎
的

視

角
で

あ
っ

た
｡

(

2
)

こ

の

点
は

わ

ず
か

に

野

呂

栄
太

郎
が

｢

資
本

主

義
発
達
の

歴

史
的

諸

条

件
+

の

中
で

､

｢

資
本

倭
的

生

産
様

式

が

支

配

的

生

産

棟
式
に

な
っ

て

居
り

､

従
っ

て

土

地

所
有

も

亦

資
本

家

的

所
有

関

係
に

従

属

し
て

ゐ

る

に

も

拘
ら

ず
､

農
業
生

産
は

依

然

と

し

て

既

に

没

落
せ

る

封
建
社

会
か

ら

踏
弟
せ

る

小

生

産
様

式

に

従
+

っ

て

い

る

現

状
の

も

と
で

は
､

農
民

が

小

生

産

者
と

し

て

有

す

る

民

主

主

義
的

要
求

は

｢

封

建
的

搾

取

関

係
の

廃

除
+

に

あ

り
､

そ
の

方

法

は

｢

支

配
的

な

る

ウ
ル

ジ

ョ

ア

的

所

有

関

係
内

部
に

於

け

る

変

革
た

る

限

り
に

於
て

は
､

小

作
関

係

を

自

由
な
る

資
本

関

係

た

ら

し

め

る

か
､

又

は

彼
等
自

身
土

地

の

自
由
所
有
者
と

な

り

小

作
関

係
そ
の

も
の

を

克
服

す
る

か

に

あ
る
+

と

先

駆

的
に

指
摘
す

る

に

と

ど

ま
っ

て

い

る
｡

(

3
)

代

表

的

な

も

の

と

し
て

前
者
で

は
､

貴
民

風

合

史
刊
行

会

編

『

日

本

農
民

組
合

運

動
史
』

､

一

九

六

〇

年
､

黒
田

寿

男
･

池

田

恒
堆
『

日

本

農

民

組
合

運

動
史
』

一

九
四

九

年
､

後
者
で

は
､

青

木

恵
一

郎

『

日

本

兵
民

運

動
史
』

､

第
三
･

四

巷
､

一

九

五

九

年
､

農
民

運

動
史

研

究

会
編

『

日

本

農
民

運
動
史
』

､

一

九

六
一

年
､

が

あ

る
｡

ぷβ

+
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〓

地

主

的
土

地

所
有
解

体
の

必

然
性
と

農
民

層

分

解
の

特
質

英
村
は

笛
吹

川

と

金

川
の

合
流
点
の

左

岸
に

あ

る

た

め

水

害
の

常
習
地

点

と

な
っ

て

お

り
､

表
1

に

み

る

よ

う
に

地

主
･

小

作
分

解
の

激
し

く

進
ん

だ

と

こ

ろ
で

あ

る
｡

ま

た
､

こ

の

村
の

貴
漂
生

産
上
の

特
徴
は

､

田

-
水

稲
､

畑
-
養
蚕
と
い

う

典
型

的
水
田

養

蚕
地

域
と

な
っ

て

い

る

こ

と

に

あ

る
｡

表
2

は

か

か

る

英
村
の

基

本
的
階
層
構
成
を

示
し

た

も
の

で

あ

表 1 英村小 作 地率

県梨山

平 均

英 村

田 l 畑 】平 均

7 8 .0

8 0 .0

( 6 5 ･1)
( 6 3 ･3)
7 9 .3

% 1
9 1 ･ O

i
6 4

9 0 .5 ; 6 9
1

(

;三二…
)

j
(

……

明治 42

大 正 8

1 1

1 4

: ｢ 山粟県統計書+ の 数値 . 但 し ( ) 内 ほ英村 ｢ 戸

数割納税義務者調査簿+ よ り集計 した も の
,

｢ 県 統 計

書+ と大 きな ズ レ ポ あるカ､;
, 県平均 と比較し て高率 で

あ る こ と に変 り は な い .

(

1
)

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と

｢

所
有
+

一

町
五

反

以

上
の

三
一

戸
で

全

貸

付

地

の

八
五

･

五

%

を

占
め

､

と

く
に

五

町
以

上
の

七

戸
で

五
一

･

八

%

を

占

め

て

い

る

こ

と
､

小

作

地

に

つ

い

て

は

｢

所

有
+

一

町
五

反

以

下

層
に

九

九
･

八

%
つ

ま

り

そ

の

ほ

と

ん

ど

全

部
が

集
中
し

､

と

く
に

完

全

な

小

作
層

一

が
r

∂

六

六

戸
に

五

〇
･

七

%
が

集
中

し
て

い

る

こ

と
､

そ

し

て

そ

の

間

隙
を

縫
っ

て

五

反

-
一

町
五

反

層
の

五

四

戸
が

自
作
地

主

体
の

経

営
を

お

こ

な
っ

て

い

る

こ

と

が

基
本
的

特
徴
と

し
て

指
摘
で

き
る

｡

つ

ま

り

英
村
の

階

層

構
成

上
の

特
徴
は

､

わ

ず
か

十

数
戸
の

地

主

が

絵
戸
数
の

四

分
の

三

に

あ

た

る

三

〇

〇

戸
近

く
の

小

作
･

自
小

作
層
と

対

抗
し
て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

中
間
層
で

あ
る

自

作
農
は

わ

ず
か

五

十

数

戸
で

全

戸
数
の

八

分
の

一

を

占
め
る

に

す

ぎ

な
い

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

大

正

後
半
期
と

い

う

段
階
で

の

英
村
の

基

本
的

階
級
関
係
は

こ

の

よ

う
に

地

主
･

小

作
関
係
で

あ

る

と

い

う
こ

と

は

確
定
で

き
た

｡

し
か

し
､

こ

の

段
階
で

は

地

主
･

小

作

関
係
が

安

定

し
､

ま

す
ま

す

そ

の

関
係
が

拡
が
っ

て

い

く

と
い

う

状

態
で

は

な
い

｡

こ

の

こ

と

は

表
1

の

小

作
地

率
の

停
滞
か

ら

も

う
か

が

え

る

が
､

表
3

は

(

2
)

大
正

二

年
七

町
七

反
を

所
有
し

て

い

た

英
村
の

地

主
S

家
の

経

済
指
標
の

推
移
を

み

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と

昭

和
期
に

か

け
て

､

貸
付

面

積
の

減

少
･

実
納
率
の

低
下
･

貸
付

地

収
入

比

重
の

低
下
と

配

当
収

入

比

重
の

増
加

は

原
著
で

あ

り
､

地

主

的
土

地

所
有
が

解

体
に

向

わ

ざ

る

を

え

な
い

地

主

経

済
上
の

現
わ

れ

を

み

る

こ

と

が

で

き

る
｡

さ

ら
に

決
定

的
に

重

要
な
こ

と

は

地

主

的



土

地

所
有
を

楓
静
か

ら

格
が

す
小

作
争
急
が

大

正

後
半
か

ら

激
発

し
､

地

主

的
土

地

所
有
に

対
立

す

る

勢
力
が

現

実
に

主

体

的

力

量

を

高
め

つ

つ

登

場
し
て

い

た

こ

と

で

あ

る
｡

(

表
4
)

後
に

述
べ

る

よ

う
に

英
村
で

も

小

作
料
減
免
を

要
求
す

る

小

作

争
議
が

昭

和

五

年
に

は

小

学
生

児
童
の

同

盟
休
校
を

含
む

激
し
い

形
で

展
開
さ

れ

る
｡

以

上

よ

り

地

主

的

土

地

所

有
は

直

接

生

産

者
で

あ

る

小

作
･

自
小

作
層
と

の

対

立

を

決
定

的
に

深
め
つ

つ

解
体
の

方

向
に

向
わ

ざ

る

を

え

ず
､

ま

た

小

作

争
議
の

現

実
化
に

よ

り

小

作
･

自

( 5 3 ) 小 作争議 の 展 開と 自作 農 創設 維 持 政 策

小

作

層
も

そ

の

こ

と

を

志

向

し
て

い

た

と

い

う
こ

と

が

で

き
る

の

で

あ
る

｡

で

は
､

地

主

的
土

地

所

有
解
体
の

方

向
･

仕

方
､

あ

る

い

ほ

小

作
･

自
小

作
層
の

志

向
は

如

何
な

る

も
の

で

あ
っ

た

か
､

こ

の

点

が

問
題
と

な
る

｡

表
5

は

｢

所
有
+

階
層
別
に

一

戸
当

所
得
を

示

し

た

も
の

で

あ

(

3
)

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と

第
一

に
､

土

地

所
有
規
模
の

増
大

は

所
得
規

模
の

増
大
と

結
び

つ

い

て

い

る

こ

と
､

第
二

に
､

自
作
＋

小

作
所

得
･

養
蚕
所

得
と

い

っ

た

農
業
生

産
に

直
接
関
係
の

あ

る

所

得
は

一

町
五

反

層
ま
で

は

増
大
す
る

が

そ

れ

以
上

層
で

は

減
少
し

､

貸

付
地

所
得

･

配

当
所

得
･

俸

給
所
得

-
一

〇

町
以

上
の

も
の

は

甲
府
電
力
重

役

-
と

い

っ

た

非
生

産
的

所

得
が

増
大

す
る

こ

と

が

括
摘
で

き

る
ひ

つ

ま

り
､

土
地

所

有
の

増
大
は

所

得
の

増
大
に

は

結
び

つ

く
が

必

ず
し

も

耕
作
規
模
の

拡

大
と
い

う
方

向
に

は

結

び

つ

か

ず
､

大

経

営
展
開
の

方

向
を

見

出
す
こ

と

は

困

難
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

表
6

を

作
成

す
る

と
一

層
あ

き

ら
か

と

な

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と

二

町
以

上

耕
作
の

二

戸
を

例
外
と

し
て

耕
作
規
模
は

一

町
五

反
を

上

限
と

し

て

い

る

こ

と
､

そ

し
て

土
地

所
有
の

拡
大

は

す
ぺ

て

貸
付
地

の

拡

大
と

い

う
形
を

と

り
､

耕
作
規
模
を

拡

大
す

る

と
い

う
動
き
は

全

く
と
い

っ

て

い

い

ほ

ど

み

ら

れ

な

い

こ

と

が

わ

か

る
｡

少
な

く
と

も
こ

の

英
村
に

お

い

て

は

資
本
主

義
的

大

経

営
展
開
の

芽
は

事
実
と

し

て

な

か
っ

た

と
い

っ

て

差
支
え
な

い

の

(

4
)

で

あ

る
｡

地

主

的
土

地

所
有
の

解

体
は

必

然
化
さ

れ

て

お

り
､

か

つ

い

ま

検
討
し

た

よ

う
に

大

経
営
展
開
の

可

能
性
が

閉
ざ

さ

れ

て

い

る

-

-
地

主

経

営
の

資
本

主

義
的
改

変
と

い

う
こ

と

も

閉
ざ

さ

れ

て

い

る

-
と
い

う

中
で

､

先
に

提
起
し

た

地

主

的

土

地

所

有
解
体
の

方

向
･

仕
方

､

あ

る

い

は

小

作
･

白
小

作
層
の

志
向

は

如
何

な

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

か
っ

た

か
｡

理

論
的
に

考
え

れ

ば

小

作

農
民
に

と
っ

て

も
っ

と

も

利
益
に

か

な
っ

た

方

式
は

､

地

主

的

土

地

所
有
の

実

質
的

表
現
で

あ

る

現
物
高
率
小

作
料
を

廃

棄
す

る

こ

▲7

と
､

つ

ま
り

｢

今

年
三

剖
来
年
五

割
､

未
は

小

作
の

作
り

取
り
+

朗
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一 橋論叢 第六 十 巻 第 五 号 ( 5 4 )

規模別 階層構成

合 計

4 1 4 戸

1 (氾 . 0 反以上与0 . 1- 1 (氾 . 03 0 .
1- 5 0 . 02 0 . 1- 3 0 . 01 5 . 1- 2 0 . 01 0 . 1- 1 5 . 0

6 1 21 1

壷…) ト至芸書芸)

反

76 0 . 5

6 3 0 . 2

(1 0 0 . 0)
1

,
3 9 0 . 7

重義手書)l l養萱)

6
.
9

2 8
.
3

( 4 . 7 )
3 ∂. 2

1 5 . 2

4 4 .
9

( 8
.
1)

6 0
.
1

6
,
6

3 4
.
4

( 5
.
6)

4 1 . 0

1 3 . 3

3 9
.
3

( 7 . 1)
5 2 . 6

1 . 2

2 . 0

( 0 . 2)

___
旦二旦

_
6 9 . 6

6 5 . 4

(9 . 6 )
1 3 5 . 0

2 3

1 7

1 0 9

浩
川

一
2

1 2

ロ

ゼ

8 1.
3 8

絹
1 1 9.

1 . 0

( 0 . 0)
1 . 0

1 6 6 . 2

1 6 8 . 9

(2 3 . 7)
3 3 6 . 11…喜…蔓)l 墓室,

の 地 主経済指模

畑 l 収 入 剖 . 合

全 収 入 額実 新 卒 l 貸付地収 入1 手作収 入 l 配 当収 入貸 付面積 一 入 附 額 l 実 納 高

円
52 49

2 . 3

1 3 . 2

2 0 . 5

2 5 . 3

2 5 . 6

3 1 . 0

3 4 . 6

2 1 . 8

2 6 . 5

2 g . 6

1 5 . 6

6 9 . 0

8 3 . 0

6 5 . 0

5 3 . 0

4 8 . 0

5 8
. 8

%円円反
7 8 2

糾

鵬

6 2 6

5 9 3

欄

欄

79 3

%%

よ り . (2 ) . 貸 付両横歩以 下切 捨 . 伽 . 畑入附額,
突如額 円未満切拾 . (4) . 収 入額 ,

円未満切捨 .

と

い

う

｢

日

農
+

の

合
い

言

葉
に

典
型
的
に

現

淵

わ

さ

れ

て

い

る

小

作
料
減
免
闘

争
を

押
し

進
め

､

実

質
的
に

小

作
地

を

農
民

的
所
有
に

帰
せ

し

め

る

こ

と

で

あ
る

｡

他

方
､

地

主
の

と

り

う
る

方

式
は

地

主

経
営
の

資
本
主

義
的
改
変
と
い

う
こ

と
が

事
実
上

不

可

能
な

以

上
､

自
己

所

有
地

を

も
っ

と

も

有
利
に

一
高
価
棉
で

手
離
す
こ

と

以

外
に

な
い

｡

地

主

的
土
地

所
有
解

体
を

め

ぐ
っ

て

は

基
本
的
に

こ

の

二

つ

の

方

式
が

考
え

ら

れ

る

の

で

あ
る

が
､

い

ず
れ

の

方

式
を

と

る

に

せ

よ

地

主

的
土

地

所
有
は

解
体
し

土

地

が

直
接
生

産
者
に

帰
す
る

と

い

う

方
向

そ

れ

自
体
に

は

変

り

な
い

｡

し
か

し
､

地

主
的
土

地

所
有
解
体

を

め

ぐ
る

二

つ

の

方
式
は

農
民

的
利
益

に

か

な
っ

て

い

る

か

香
か

と

い

う

点
で

､

ま

た

自
由
な

農

民

的
土

地

所
有
に

も

と
づ

き

急
速
に

生

産
力

を

発
展
さ

せ

う
る

か
､

そ

れ

と

も

地

主

に

対

し
て

債
務
を

負
っ

た

従

来
の

小

作
農
と

ほ

と

ん

ど

変

ら
な

い

不

自
由
な

自
作
農
を

生

み

だ

し

生

産
力

の

発

展
を

押
し
と

ど

め

る

か

と

い

う

点
で

決
定



( 5 5 ) 小作争議 の 展 開 と自作農創設維 持政 策

作
争
議
で

の

小

作
･

自
小

作
層
の

地

主
に

対

す
る

要
求
を

示

し

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

ょ

る

と

大
正

後
期
か

ら

昭

和
恐

慌
期
に

か

表2 英 村所有

0 反 0 . 1 - 1 反 1
.
1- 3 . 0 3 . 1- 6 . 0

戸 数 l ( 糾 戸)1 6 6 戸 l 5 7 l , 4 8 l 2 4

5 , 1- 1 0 . 0

3 1

二帝展自作面積

田

畑

計

2 . 7 反

2 7 . る

(4 . 1 )
3 0 . 2

3 3 . 1

4 5 . 8

(1 0 . 6)
7 8 . 9

3 5 . 6

4 5 . 0

( 1 0 . 9)
8 0 . 6

6 5
.
6

1 0 7 .
5

(2 3
.
1)

17 3 .
1

2 3 . 9

3 6 . 9

毒提
34 . 3

2 4 , 0

(4 . 1 )
5 臥 3

4 6 . 1

4 8 . 8

妄提
10 . 4

6 . 1

(1 . 2 )
1 6 . 6

1 3 8 . 8

1 2 4 . 7

(1 8 . 9 )

堅む亘
_

3 . 2

占. 8

( 0 . 6 )
9 . 0

1 4 1 . 6

1 0 8 . 1

(1 7 . 9)
2 4 9 .

7

1
.
1

0 .
7

( 0 .
1 )

1 . 8

4 0 6 . 1

2 9 与. 9

(5 0 . 7)
7 0 2 . 0二竺壁

爛 醐(曇
: 前出 ｢ 調査簿+ 大正 1 1 年よ り集計 ･ 0 反層 の 戸数 ( ) 内ほ無所有 ･ 無耕作者 ･

的
に

対

立

し
て

い

る
｡

現

実
に

も

地

主

的

土

地

所
有
解
体
を

め

ぐ
る

対

立
は

こ

の

二

つ

の

方

式
の

対

立
で

あ
っ

た
｡

表
7

は

小

け
て

は

小

作
料
減
免

と
い

う

要
求
が

圧

倒

的
に

多
い

こ

と
､

そ

し

て

中
に

は

永
久

的

小

作
料
減
額
と
い

う

要
求
も

み

え

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

農

民
の

志
向

ほ
､

農
民

表 4

表 3 英村 S 家

田

貸付面積 l 入 附 額 l 実 納 高 1 実 納 率

大正 8

和昭

叫

仙

伯

3 9

3 8

4 0

87

3 6

反 俵格
2 0 3 . 1

1 7 g . 5

1 9 6 . 乏

1 8 0 . 0

1 6 8 . 1

1 7 4 . 3

1 7 3 . 3

1 6 1 . 6

俵棉
2 0 0 .

5
_

1 7 3 . 5

1 9 6
.
2

1 4 5 .
2

1 4 3 .
2
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1 5 2
. 0

1 2 9
.
3
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9 7

00

机

紬

与3

8 8

7 5

1

%
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一 橋論叢 第六 十 巷 第 五 号 ( 5 6 )

一 戸当所得内訳

平 均1(カ . 1 反以上6 0 . 1 - 1 ∝)
.
03 0 . 1 一 占0 . 02 0 . 1 - 3 0 . 01 5 . 1- 2 0 . 01 0 . 1- 1 5 . 0
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尺
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1
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3
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別
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丘
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表 6 英村所有 ･

耕作規模相関表

戸
1 44572 3 1 11 1 6合 計! 2叫 5 7≠4 8i 2 4i 3 1
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0
ノ
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2

2

わ

ノ

3

7
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′

h

▼
3

3

1

5

2

4

2

1
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7
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3
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1 51 - 2 0 0

1 01 - 1 5 0

5 1 - 1 0 0
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1 1 - 3 0

1 セ ー 1 0

0

合

計

l00

I

l5 ｡ 1

ふ
1

0

0
､

一
l

n
)

3

5

1

0

0

1
0

2

っ

J

1 5 1

‡
2 0 0

1 0 1

I
1 5 0

5 1

1
1 0 0

3 1

モ
5 0

‡
セ
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耕規

作模

( 証) 山梨嘩英村役場大正 1 1 年 ｢ 戸数割納税義務者調査 簿+ よ り 計算.

的
利
益
に

か

な
り

た

｢

小

作
料

純

減
免
+

と
い

う

線
で

あ
っ

た

こ

と

は

こ

の

中
に

明

白
に

あ

ら
わ

れ

て

い

る
｡

他

方
､

地

主
は

､

小

作
料
減
免
に

よ

る

小

作
料
収

(

5
)

入
の

低
下

､

地

価
下

落
と

い

う

危
機
に

見

舞
わ
れ

る

中
で

｢

土

地

売
却
+

と

い

う

方

向
を

余
儀

な

く
さ

れ

て

い

く
｡

大
正

一

一

年
か

ら
の

各
府
県
∵

町

村
段
階

に

お

け
る

自
作
農
創
設
資
金

貸

(

6
)

付
､

大
正

一

五

年
の

｢

自
作
農

創
設

維
持
補
助

規

則
+

の

制
定

は

こ

の

こ

と

を

端
的
に

示

し
て

い

る
｡

以

上
の

如
く

､

理

論
的
に

も

現

実
的
に

も

地

主

的

土
地

所
有

解
体

を

め

ぐ
る

対
立
は

､

小

作

料
減
免
の

推
進
に

よ

る

自
由
な

農
民

的
土

地

所
有
の

創
出
と

い



表 5 英村所有規模別

( 57 ) 小 作争蕃 の 展開 と自作 農創 設 維 持 政 策
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表,7 山梨県年次別小 作争議 の 要求調

小 作地 買

受
小 作 契約
継 続霧余震蒜l蒜宗蒜蒜争議 件数

件
4 9

3 8

3 9

3 2

3 3

8 6

1 4 4

1 5 0

1 3 9

1 3 3

1 2 6

4 6 0

6 0 0

4 8 1
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′
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5
-

ヽ
)

4
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1
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′
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1

1

1

1

1

正

和

大

喝

昭和 1 3 年 1 0 月山梨県 ｢ 最近 二 於 ケ ル 本県ノ 小作争議 ･ 小作 調停 農民運 動ノ 状況+ より

う

方

式
と

､

地

主
の

土

地

売
却

-
自
創

政

策
に

よ

る

債
務
を

負
っ

た

自
作
農
の

創

出
と

い

う

方

式
の

対

立
で

あ
っ

た
｡

で

ほ
､

こ

の

対

立

ほ

ど

う
い

う

形

態
を

と

り
､

ま

た

ど

う
い

う

推
移
と

結
果
を

も

た

ら

す

か
｡

次
に

こ

れ

を

英
村
小

作
争
議

の

実

際

の

過

程
と

｢

自

創
政

策
+

の

関

連
を

追
う
こ

と

に

よ

り

あ

き

ら

か

に

し
た

ヽ

0

1
V

(

1
)

地

主
･

小

作
分

解
が

基

本

で

あ
る

村
に

お

β3 J
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い

て

は
､

｢

土

地

所

有
+

規
模
別
の

分

額
が

全

村
の

基

本

的

階

級

構
成

を

示

す

も
の

と

な
る

｡

｢

耕
作
+

規
模

別
の

分

類

は
､

直

接

生

産
者

間
の

比

較
に

お

い

て

意
味

を

も
つ

｡

(

2
)

S

家

は

後
に

ふ

れ

る

英
村
小

作

争
議
で

地

主

側
の

中
心

に

な

っ

て

い

る

地

主

で

あ

る
｡

(

3
)

芙
村
役
場

『

戸
数
割

納
税
義

務

者
調

査

簿
』

､

大
正

一

一

年
､

よ

り

集

計
し

た

も

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

大
正

一

一

年
よ

り

大
正

一

四

年
ま

で

の

期

間

全
国
の

町

村
に

作
成

が

義
務

化
さ

れ

て

い

た

も

の

で

あ

り
､

各
町

村
に

残

存

し

て

い

る

こ

と

が
一

応

期

待
さ

れ

る
｡

内

容
は

各

戸
別
の

土

地

面

積
と

｢

所

得
+

内

訳

で

あ

る
｡

こ

の

｢

所

得
+

は

汰

律
に

も

と
づ

き

収

入

よ

り
一

定

額
控

除
し

た

も
の

で

あ

り
､

正

確
に

各
戸
の

収
入

を

反

映

し

て

い

る

と

は
い

え

な
い

が

｢

富
裕
度
+

は

傾
向

と

し

て

反
映

し

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

(

4
)

こ

の
ー

〕

と

は

全

国

的

規
模
で

も
一

般
化

し

う

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

す

な

わ

ち

明

治
四

一

年
､

四

〇
､

四

九
二

戸
で

あ
っ

た

五

町

以

上

経

営
農
家
は

そ
の

後
一

貫
し

て

減
少
し

､

昭

和
一

六

年
に

は

七
､

三

七
二

戸
と

な
っ

て

い

る
｡

(

5
)

小

峰

三

千

男

『

日

本

耕
地

価

格
の

研

究
』

､

一

九

三

三

年
､

七

五

-
七

六

頁
｡

山

梨
県
で

も

小

作
争
議
に

伴
う
地

価
の

三

-
四

剖

低

下
と

い

う

事
態
が

う

か

が

え

る
｡

(

6
)

｢

補

助

規

則
+

以

前
の

自

創
資
金

貸
付
は

､

道

府

県
で

九
､

五

三
一

､

0

0

0
円

､

町

村

で

四
､

三

〇

九
､

六

〇

〇

円
で

あ
っ

た
｡

三

小

作
料
減
免
闘
争
の

推
移
と

自

創
政

策

山

梨

県
の

小

作
争
議
は

大
正

後
半
期
か

ら

激
増
し

､

新
潟
県
と

と

も

に

｢

日

本
農
民

組

合
関
東
同

盟
+

の

強
固
な

地

盤
と

し

て

農

民
の

組

織
化

も

進

ん

で

い

た
｡

英
村
で

も

大
正

一

四

年
の

町

村
議

(

1
)

貞
選

挙
で

農
民

組
合
推
薦
候
補
が

村
会
の

多
数
を

占
め

､

さ

ら
に

は

村
内

国
徳
地

区
で

檀

家

塩
代

を

小

作
人

側
代
表
で

多
数
を

占
め

よ

う
と

す

る

運

動
を

農
民

組
合
が

中
心
と

な
っ

て

起
こ

し
て

い

た
｡

こ

う
し

た

小

作
人

層
の

政

治
的

･

社

会
的

進
出
が

め

ざ

ま

し

く

進

む

中
で

小

作
料
減
免
闘

争
が

繰
広
げ

ら

れ

る
｡

し
か

し
､

表
7

に

示
し

た

よ

う
に

昭

和
恐

慌

期
を

境
と

し
て

小

作
争
議
は

小

作
料
減

免
か

ら

小

作
契
約
継
続
に

､

つ

ま

り

不

作
･

小

作
料
高
率
に

も

と

づ

く

小

作
人

側
提
起
の

も
の

か

ら

小

作
地

引
上
に

よ

る

地

主

側
提

起
の

も

の

に

変
化

す
る

｡

か

か

る

小

作
人

主

導
の

争
議
か

ら
地

主

主

導
の

争
議
へ

の

転
換
は

､

地

主

的
土

地

所
有
解
体

を

め

ぐ
る

二

つ

の

方

式

-
農
民

的
お

よ

び

地

主

的

1
の

対

抗
の

行
方
と

密

接
な

関
係
が

あ

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

問
題
に

す

る

英
村
小

作
争
議

は

昭

和
五

年
と
い

う

ち
ょ

う
ど
こ

の

変
化
の

分

水

嶺
に

あ

た

る

時

期
に

発
生

し
て

お

り
､

わ

れ

わ

れ

は

こ

の

中
か

ら

小

作

争
議
の

性

希
を

見
き

わ

め
つ
･
つ

こ

の

二

つ

の

対

抗
の

行
方

を

探
っ

て
.

み

よ

う

∂3 β
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と
田
山
ゝ

つ
｡

英
村
小

作
争
議
の

経
過

を

簡

単
に

追
え

ば

以

下
の

と

お

り

で

あ

(

2
)

る
｡

〇

一

月
､

村
内

中
川

地

区

小

作
人
二

五

名
が

不

作
を

理

由
と

し

て

四

年
度
小

作

料
五

-
九

剖
減
を

地

主
一

二

名
に

要
求

｡

地

主

側
拒
絶

｡

小

作
側

､

納
粗
の

競
売

決
行

｡

地

主

側
､

山

梨

土

地

株
式

会
社
に

小

作
料
の

取

立

を

委
託

｡

訴
訟
へ

｡

〇

七

月
､

小

作
側

､

公

判
に

反
撥
し

､

六

四

名
の

小

学
生

児
童

盟
休
決
行

(

二

日

間
)

｡

村
内

有
力

者
､

調
停
に

乗
り

出
す

｡

盟
休
解
除

｡

有
力

者
､

地

主
と

協
議
の

上

調

停
案
を

提
示

｡

小

作

側
､

小

作
人
の

意
見
を

反

映
し
て

い

な
い

と

し

て

拒
絶

｡

訴
訟
の

進
行

｡

0 0

一

〇

月
､

調
停
不

成
立

｡

地

主
の

土

地

返
還

強
制

執
行
に

備

え

共
同

耕
作
を
お

こ

な

う
｡

地

主
の

勝

訴
確
定

｡

一

一

月
､

地

主
側
強
制
執
行
を

お

こ

な

お

う
と

す
る

｡

小

作

側
､

近

隣
の

農
民

組
合
の

応
援
を

求
め

､

七

〇

〇

名
が

執
行

地
の

共

同
刈
取

･

共

同

耕
作
を
お

こ

な
い

地

主

側
の

強
制
執

行

阻
止

｡

再
び

､

地

主

側
､

強
制
執
行
強
行

｡

官
憲
の

弾
圧

と

村
内

有
力
者
の

斡
旋
に

よ

り

農
民

組
合
は

動
員
計

画
を

取

消
す

｡

二

〇
〇

名

が

そ

れ

で

も

集
合

｡

強
制
執
行
終
了

｡

〇

一

二

月

以

降
､

地

主

側
の

分

断
策
成

功
し

､

個

別

に

解

決
｡

こ

の

経
過

か

ら

も
あ

き

ら
か

な
よ

う
に

､

英
村
小

作
争
議
も

小

作
料
減

免
を

中

心

課
題
と

し
､

小

作
側
圧

倒
的

優
勢
の

も

と

で

開

始
さ

れ

る

が
､

結
局
地

主
の

勝
利
に

終
る

と
い

う
こ

の

時
期
に

典

型

的
な

経
過

を

辿
る

｡

つ

ま

り
､

七

月
の

同

盟

休
校
事
件
を

境
に

争
議
の

主

導
権
は

小

作
側
か

ら

地

主

側
に

移
行
し
て

い

る
｡

さ

ら

に

注
目

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は
､

争
議
の

主

導
権
が

地

主

側
に

移
行
す
る

過

程
は

､

同

時
に

自

創
政

策
が

強
化
さ

れ

て

い

く

過

程
で

も
あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち

表
8

に

み

る

よ

う
に

､

自
創
資
金

貸
付

人

数
･

額
と

も

昭

和
五

年
が

ず
ば

ぬ

け

て

多
く

､

小

作
争
議
参
加

者
か

ら

も

七

名
が

､

と

り

わ

け

英
村
農

民

取
合

長
の

M
･

M

氏
が

､

ま
さ

に

昭

和
五

年
に

資
金

借
入

を

し

て

い

る

こ

と

は
､

英
村
小

作
争
議
の

帰
趨
と

重

要
な

関
係
が

あ

る

と

考
え

ざ

る

を

え

な
い

｡

そ

こ

で
.
わ

れ

わ

れ

は
､

小

作
争
議
と

自

創
政

策
の

対

抗
･

関
連
を

､

農
民

各
層
の

存
在
形
態

を

分

析
す

る

な

か

で

あ

き

ら

か

に

し
た

い
｡

表
9

は

英
村
の

全

小

作
･

自
小

作
層

､

英
村

争
議

関
係
小

作
人

､

自
創
資
金
借
入

者
の

耕
作
規
模
別

階
層

構
成
表
で

あ

る

∵
〕

れ

に

ょ

る

と

小

作
争
議
参
加

者
の

階
層

構
成
は

､

ほ

ぼ

全

村
の

小

作
･

湖
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白
小

作
の

階
層
構
成
に

等
し

く
､

小

作

争
議
は

あ

ら

ゆ
る

小

作
階

層

を

巻
き

込
ん

で

い

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

し
か

し
､

組
合
幹
部
お

(

3
)

よ

び

調

停
不

成
立

･

共

同

耕
作
を

中
心

的
に

や
っ

た

争
議
指
導
者

層
は

五

反
-

一

町

層
に

集
中

し

て

お

り
､

争
議
参
加
者
内

部
の

階

層
差
が

読
み

と

れ

る
｡

ま

た
､

自

創
資
金

借
入

者
層
の

階
層
構
成

は

仝

小

作
･

自
小

作
の

そ

れ

と

比

較
し
て

､

五

反

以

上
の

比

重
が

非
常
に

大
き

く
､

む
し

ろ

小

作
争
議
指
導
者
層
の

そ

れ

と
一

致

す

ヽ

ヽ

る
｡

つ

ま

り

小

作
争
議
指
導
者
層

と

白

創
資
金

借
入

者
層
の

階
層

ヽ

ヽ

ヽ

的
一

致
が

指
摘
で

き
る

｡

で

は
､

こ

れ

ら
の

耕
作
規
模
別
の

階
層

差
は

小

作
･

自
小

作
層

の

再
生

産
構
造
上

ど

う
あ

ら

わ

れ

て

い

る

か
｡

表
1 0

は

英
村
の

全

小

作
･

白
小

作
層
の

所
得
内

訳
を

耕
作
規

模
別
に

あ

き

ら

か

に

し

表 8 英村白創資金貸 付金額

人 数f 貸付 金 額

円

3
,
1 5 0

8
,
1 2 0

5
,
0 0 0

5
,
2 3 0

1 2
,
0 5 0

6
,
6 9 0

′
L

U

O

(
〕

0

′
L

U

5

5

1

1

1

昭和 1

2

3

4

5

6

: 英 村役場 ｢ 自作農創設維持資金貸

付償還金徴収原簿+ よ り

た

も
の

で

あ

る
｡

第
一

に

所

得
規

模
は

耕
作
規

模
が

増
大

す
る

に

つ

れ

て

増
大
す

る

こ

と
が

指

摘
で

き

る
｡

第
二

に

は
､

五

反

以

上

層
で

は

小

作
∴

自
作
所
得
と
い

う

土
地

所
得
と

養
蚕

所
得

表9 自創資金借 入者 ･ 争議関係 小作人 ･ 耕作規模別階層構成

合 計15 ユ 以 上1 0 . 1 - 15 . 03 ･1 - 5 ･ Ol 5 ･ ト 1 0 ･ 0卜1 - 3 ･ 0
反

人
2 8 2

1 0 0 . 0

1

0 .3

2 3

8 . 2

1 2 9

45 .7

5 8

2 0 . 6

7 1

2 5 .2全小 作 ･ 白小 作

6 3

1 0 0 . 0

1

1 . 6

7

1 1 .1

4 5

7 1 .4

8

1 2 .7

2

3 .2
自創資金 借入者

2 6

1 0 0 . 0

1

3 .8

1 4

5 3 .9

5

1 9 .2

6

2 3 .1
争議関 係 小 作人

1 1 5う ち 指 導 者 層

( 註) (1 ). 仝小作 ･ 自小作 ,
英村役場 ｢戸数割納税義務者調査簿+ ( 大正 1 1 年) よ り

t2 ) . 自創資金借 入者 ,
英 村役場 ｢英村 自作農創設維持資金使途明細+

,
前出 ｢ ヘ ル メ ス + 1 7 号 4 6 貫 よ

り 引用 .

(3 ). 争議 関係小作人
,
農 政調査会

,
小作争蔑資料 ｢東 八代郡英村+ に 出て くる もの と

,
(1) の史料 を つ き

合 せ た もの
.

∂3 4
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表 10 英村全自小 作 ･

小作 耕作規模別 一 戸当所得内訳

2 0 .
1一 犯 0

反
1 0 .1 - 1 5 .05 .1 - 1 0 . 03 .1 - 5

.01 .1 - 3
.00 .1 - 1 . 0

反

5 8 1 1 2 9 J 2 3 1 1戸 数 事 2 2 1 4 9

2 3 7

1 2 2

3

5

9

4

1

3

1

2

l

1

5

5

71

1 4
円

1 1 5

4
円

1

6 0
円

2 1

自作地 所得

貸付 地
〝

小 作地
〝

3 5 9

2 5 5

8 0

7▲uノ3722〈U
ノ216 512小 計

3

〈U
ノ

0

【

J

3

0

1

1

っ

J

〈U
/

(

u
ノ

∠

U

5

5

′

n
)

′
+

U

7

3

7

1

1

2

5

〈U
ノ

0

1 0

〝

3

2

俸給 所 得

養蚕
〝

販 売
〝

その 他

25 6 1 3 8 2 1 6 0 9 〉 6 9 4合 計 l 1 8 5 1 1 97

: 前出 ｢ 調査簿+ ( 大正 1 1 年) よ り

表 11 英村小 作争議指導者の 存在 形態

…

認

諾
3 6 6

27 1

4 5

諾

賃
給 所

贋
売 所

l孟宗
他

円
3 0

円

4 5

5 0

5 0

3 0

8 1

5 0

2 5

円

円

1 1 1

9 0

9 4

1 7 3

2 1 2

2 3

円

2 4 9

1 5 5

1 7 7

1 9 3

1 9 0

2 3 3

8 8

反

7 . 0

6 . 8

6 .5

2 . 0

8 .0

1 0 .2

3 .6

反

反

2 , 0

4 . 02 .5

Ⅰ ･ T

A ･ T(羞㍊雷雲)

芸:孟(芸誉宝)
･S ･ T

下 ･ R

O ･ I

N ･ T

前表 に 同じ
,

調停 ･ 共同耕作 等で 中心 とな っ て や っ た もの .

が

基
本
と

な
っ

て

い

る

の

に

対

し
､

三

反

以

下

層
で

は

俸
給
所
得
=

賃

労
働
所
得
が

最
大
の

比

重

を

占
め

､

農
業
だ

け
で

は

再
生

産
で

き

な
い

構
造
に

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

耕
作
規

模
別
の

階
層

差

に

よ

り

同
じ

小

作

農
と
ほ

い

え
五

反

以

上
の

養
蚕
と
い

う

き

わ

め
て

商
品

と

し
て

の

性
格
が

強
い

生

産

に

従

事

す

る

《

商

品

生

産
小

作

農
》

と
､

賃
労
働
収
入
に

圧

倒
的

部
分

を

頚
り

恐

ら

く

飯
米
に

も
こ

と

か

く

《

飯

米
購
入

小

作
農
》

と

(

4
)

が

区

別
で

き
る

の

で

あ
る

｡

念
の

た

め

小

作
争
議
指
導
者

層
と

自
創

資
金

借
入

者
層
の

所
得
構
成
を

示

せ

ば

表
1 1

､

表
1 2

の

よ

う
に

な

る
｡

こ

れ

に

よ

り
､

小

作
争
議
指
導
者

層
･

自
創
資
金

借
入

者
層
は

共
に

《

商
品

生

産
小

作

農
》

に

基
本

的

誠

｢
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に

分

粧
さ

れ

る

こ

と

が

あ

き
ら

か

で

あ

る
か

次
に

､

小

作
争
議
指
導
者
層
を

含
む

か

か

る

層
の

志

向
は

如
何

な

る

も

の

で

あ
っ

た

か

を

問
題
に

す
る

｡

表
1 3

は
､

小

作
争

議
指

導
者
層

･

白
創
資
金

借
入

者
層
の

集
中
し

て

い

る

五

反

-
一

町

層

の

所
有
鼠
榛
別

所

得
椿
成
で

あ

る

ニ
】

れ

に

よ

る

と
､

所
有
規
模

淵

が

増
大

す

る

に

し
た

が

い

自
作
地

所
得
が

小

作
地

所

得
の

減
少

を

大
幅
に

上

回
っ

て

増
大

し

全

所
得
規
模
は

増
大
す
る

｡

表
5

に

よ

り

す
で

に
､

所
有
の

増
大
は

所
得
の

増
大
に

結
び

つ

く
こ

と

を

指

表 12 自創 資金借 入者耕作規模別 一 戸 当所得構成

1 0 .1 - 1 5 .0
反

3 ユ ー 5 . O 1 5 .1 - 1 0 .00 .1 - 3 . 0
反

円
1 1 6

1 3

1 5 4

円

66

7

1 3 0

円

8

1 1 4

円
2

∠
U

O
O

2

2

4

自作地 所得

貸付 地
〝

小 作地
〝

1 2 2 】 2 0 3 1 2 8 3
′

0
0
ノ小 計

7

1 0 9

3

4

4

2

4

俸 給所 得

養 蚕
〝

販 売 〝

そ の 他
〝

4 6 63 2 21 9 32 1 3合 計

1 0 】 1 94
戸

戸 数

前 出 ｢ 調査簿+ ( 大正 1 4 年) . 表 9 の数値 は 白創資金借入時 の もの で あり , 若

干 の 変化 が ある . こ こ で は
, 大正 1 4 年に確認 で きるも の に つ い て の み掲 げて

あ る .

表 13 耕作規模 5 反 - 1 町層 の 所有 階層別 一 戸当所得構成

3 ユ ー 5 . 0
反

1 .1 - 3 .00 . 1 - 1 . 00
反

6 0
戸 l 2 7 l 2 8 l 1 4戸 数

円

7

9

7

0

1

2

1

2

1

4

0

5

1

1

円

9

1

0

2

91

円
】
.

ヽ
)81

自 作地所得

貸 付 地
〝

小 作 地
〝

33375202250
01小 計

8

7

1

1

21

1

7

2

4

2

11

3

4

7

1

つ

J

l

1

1

2

0
ノ

2

5

4

0
ノ

l

俸 給所 得

貴 重
〝

販 売
〝

そ の 他
〝

▲0
ノ

】74104
】

L

J

(

バ
〉3合 計 † 3 4 3

前出 ｢ 調査時+ ( 大正 1 1 年) よ り

摘
し
て

お

い

た

が
､

耕
作
規
模

拡
大
の

限

界
が

ほ

ぼ
一

町

-
一

町
五

反

で

あ

る

英
村
に

お

い

て

は

こ

の

こ

と

は

重

要
な

意
味
を

も
つ

｡

な

ぜ

な

ら
五

反

-
一

町

層
に

と
っ

て
､

す
で

に

耕
作
規

模
拡
大
に

よ

る

所

得
の

増
大

1

-
上

向

は
､

は

ぼ

限

界
に

き

て
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お

り
､

残
さ

れ

た

上

向

方

法
は

所
有
の

拡
大
以

外
に

な
い

こ

と

を

示

し
て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

ま

た

耕
作
規
模
が

限

界
に

あ

る

以

上
､

所
有
の

拡
大
は

当

然
小

作
地
の

自

作
地

化

と
い

う

方

向

を

と
る
｡

そ
し

て

こ

の

小

作
地
の

自
作
地

化

と
い

う

方

向
に

つ

い

て

は
､

先

に

指
摘
し

た

よ

う
に

二

通

り
の

方

式
が

あ

る
｡

一

つ

は

小

作
料
減

免
の

追
求
に

よ

り

実
質
的
に

自
由
な

農
民

的
所
有
に

近
づ

け
る

方

式
で

あ

り
､

も

う
一

つ

は

小

作
地
の

買
取

-
地

主
の

土
地

売
逃

げ

を

有
利
に

し
､

小

作

農
は

年
賦
金
を

負
う

-
-
に

よ

る

自
作
地

の

創
出
と
い

う
方

式
で

あ

る
｡

農
民
に

と
っ

て

も
っ

と

も

利
益
に

な

る

方

式
は

前
者
に

決
ま
っ

て

い

る

が
､

実
際
に

ど

ち

ら
の

方

式

を

撰
択
す
る

か

は

小

作
人

･

農
民

組

合
側
と

地

主
･

官
憲
側
と
の

力

関
係
に

よ

り

決
定
さ

れ

る
｡

英
村
小

作

争
議
は

小

作
料
減
免
と

い

う

農
民

的
要
求
で

始
ま

る

が
､

結
局

導

指
者
層
を

中

心

と

し
て

｢

白
創
資
金
+

借
入

に

傾
く
こ

と
に

よ

り

終
鳩
す
る
｡

つ

ま

り

自

作
地

化
を

め

ぐ
る

農
民

的
方

式
の

要
求
は

地

主

的
方

式
に

よ

り

圧

倒
さ

れ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

自

創
政

策
は

如
何
な
る

狙
い

を

も
っ

て

い

た

か
｡

(

5
)

小

作
争
議
の

鎮
静

･

防
止
を

は

か

り

つ

つ
､

地

主
の

土

地

売
逃
げ

を

促
進
す
る

こ

と

が

最
大
の

眼

目
で

あ
っ

た
こ

と

は

い

う
ま

で

も

な
い

が
､

問
題
は

こ

れ

を

い

か

に

し

て

効
果
あ

ら

し

め

る

か

で

あ

る
｡

｢

英
村
自
作
農
創
設
維
持
資
金

貸
付

規
則
+

第
二

条

第
三

項

に

｢

購
入

又
ハ

維
持
シ

タ

ル

田

畑
ノ

自
作
ヲ

細
続
シ

得
ル

見

込
ア

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ル

コ

ト
+

と
い

う

条
項
が

あ

る

が
､

こ

れ

は

自
創
政

策
が

決
し

て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

小

作
層

一

般
を

対

象
と

し
て

い

た

の

で

は

な

く
､

購
入

も

し

く

は

､

､

､

､

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

維

持
地
の

年
賦
金

を

支
払
え
る

小

作
農
だ

け

を

対

象
と

し

て

い

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

英
村
に

即
し

て

い

え

ば

表
9

に

示

し

た

よ

ぅ

な

階
層

-
五

反
以

上

層
を

主

た

る

対

象
と

す
る

と
い

う
こ

と
で

(

6
)

あ

る
｡

こ

の

こ

と

を

逆
に

小

作
争
議
参
加
者
に

即

し
て

見
直
せ

ば
､

小

作
争
議
指
導
者
層

-
五

反
以

上
が

多
い

-
に

自

創
政

策
の

鋒
先
が

向

け
ら

れ

て

い

る

こ

と

を

意
味
し
て

い

る
｡

し

た
が

っ

て
､

こ

れ

ら

指
導
者
層
が

自
創
政

策
に

応
じ

る

か

香
か

は

小

作
争
議
-

1
地

主

的
土

地

所
有
解
体

を

め

ぐ

る

二

つ

の

方

式
の

対

抗

-
の

帰
趨
に

と
っ

て

決
定
的
モ

メ

ン

ト

と

な
る

｡

英
村
の

場
合

､

指
導

者
層
は

､

自
創
政

策
に

応
じ

､

指
導
者
を

失
っ

た

小

作
争
議
は

瓦

解
せ

ざ

る

を

え

な
か

っ

た
｡

英
村
の

小

作
争
議
は

養
蚕
と

い

う
き

わ

め

て

商
品

と

し

て

の

性

祐
の

強
い

生

産
に

従

事
す
る

､

い

わ

ば
プ

チ

ブ

ル

的
な

《

商
品

生

産
小

作
農
》

を

中
心

と

し

て

全

小

作
階
層
が

結
集
し

､

小

作
料
減

免
を

要
求
す
る

こ

と

に

よ

り

始
ま
っ

て

い

る
｡

し

か

し
､

か

か

る

層
が

指
導
者
で

あ
っ

た

が

故
に

逆
に

盟

休
の

解
除

･

動
員
の

取

消

+
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と
い

っ

た

動

揺
を

小

作
側
は

決
定

的

場
面
で

せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た
｡

そ

し

て

つ

い

に

指
導
者
層
を

中
心
と

し
て

自
創
政

策
に

乗
せ

ら
れ

て

し
ま

う
｡

自
創
政

策
が

か

か

る

動
揺
的
指
導
者
層
に

客
観

的
に

は

狙
い

を
つ

け
る

こ

と

に

な
っ

た

こ

と

は
､

政

策
の

小

規
模

さ

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

地

主

的
土

地

所

有
解
体
を

め

ぐ

る

対

立
の

行
方
に

と
っ

て

重

要
な

意
味
を

も
っ

た
｡

(

l
)

村
会
で

小

作
人

側
が

過

半
を

占
め

た

町

村
は

中
巨
摩

一

二
､

北
巨

摩
一

､

東
八

代
二

(

英
村
を

含
む
)

の
一

五

ケ

町

村
で

あ
っ

た
｡

(

2
)

争
議
の

経

過

は

農
政

調

査

会

所

蔵
争
議
資
料
｢

東
八

代

郡

英

村
+

に

よ

る
｡

(

3
)

英
村
に

お

い

て

は

調

停
が

成

立

す

る

と
い

う
こ

と

は

地

主
に

屈

服
す
る

と
い

う
こ

と

を

意
味
し

て

い

た
｡

調

停

内

容
は

す
ぺ

て

地

主
の

権
利

を

強

化

し
た

も
の

で

あ

る
｡

(

4
)

拙
稿

｢

小

鼻
経

営
の

発
展
と

小

作

争
議
+

『

土

地

制
度
史
学
』

､

第
三

八

号
､

謹

(

3 9
)

参
府

｡

(

5
)

英
村
役
場
『

自
作
農

創
設

維
持
』

､

大
正

一

五

年
-
昭

和

四

年
､

昭

和
三

年
の

｢

事
業
計

画

書
+

で

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る

｢

近

時
小

作
問
題
ノ

紛

糾
ヲ

醸
シ

漸
ク

事
重

大
ナ

ラ

ン

ト

ス

即

チ

今
ニ

シ

テ

適
当
ナ

ル

方
法

ヲ

講
シ

耕
地

所
有
ノ

均
衡
ヲ

得
シ

ム

ル

ハ

本

村
永

遠
ノ

平
和
卜

発
展
ト

ヲ

確
保
ス

ル

上
二

於

テ

最
モ

必

要
ナ

ル

施
設
ナ

リ

ト

倍
ス

+

(

6
)

こ

の

こ

と

は

全

国

的

規
模
で

も

い

え

る

の

で

あ

り
､

昭

和
一

一

年
五

反
以

下

層
は

金

魚

家
中

三

三
･

九

%
を

占
め

る

の

に

対

し
､

お
】

L

J

昭

和

元

年
-
昭

和
一

一

年
の

白
創
資
金
借

入

者
に

つ

い

て

は
五

反

以

下

層
は

わ

ず
か

そ
の

七
･

七

%
を

占
め

る

に

す

ぎ

な
い

｡

四

自
創
政

策
を

め

ぐ

る

二

つ

の

型

小

作
争
議
が

小

作
料
減
免
闘

争
を

中
心

と

す
る

小
作
人

主

導
の

も
の

か

ら

｢

土

地

返

還
+

を

迫
る

地

主

主

導
の

も
の

に

変
化

す
る

の

に

符
節
を

合

わ
せ

､

地

主

的
土
地

所
有
解

体
を

め

ぐ

る

対

抗
に

(

1
)

つ

い

て

も

農
民

的
方

式
を

地

主

的
方

式
が

圧

倒
し

て

い

く

過

程
が

進
行
す

る

こ

と

を

英
村
に

つ

い

て

あ

き

ら
か

に

し

て

き

た
｡

か

か

る

変
化
は

ほ

ぼ

全

国

的
に

進
行

す
る

こ

と
は

小

作
料
減
免
闘
争
の

(

2
)

減
少

･

土
地

引
上
の

増
加
に

よ

り
一

般
的
に

確
認
さ

れ

る
｡

し
か

し
､

す
べ

て

が

地

主

的
方

式
に

よ

り

圧

倒
さ

れ

た
と

い

う

わ

け
で

は

な
い

｡

こ

れ

は
､

な

お

こ

の

段

階
で

小

作
料
減
免
要
求

は

か

な

り
の

比

重
を

占
め

て

い

る

こ

と

に

よ

り

示

さ

れ

る
｡

こ

こ

で

は
､

そ

の

典
例
と

し
て

新
潟
県
北

蒲
原
郡
に

大
正

一

一

年
発
生

(

3
)

し

た

｢

三

升

米
事
件
+

を

と

り

上

げ

る
｡

表
1 4

は

｢

三

升

米
事

件
+

の

中
心

地

金

塚
村
の

全
戸
数

･

小

作
争
議
参
加
者
(

最
後
ま

で

未
納
を

し

て

甲
フ

も
の
)

と

自
創

資
金
借
入

者
の

耕
作
規
模
別

階
層
構
成
を

と

っ

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

る

と

表
9

で

英
村
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表 14 金塚村 ( 新潟県) 自創資金借入 者 ･ 小作争議 参加者 の 階層構成

合 計3 町以 上2 ′ } 3 町1 ′ _ 2 町耕 作 規 模 l O ･ - 1 町

41 5

1 0 0 . 0

5 0

1 2 .1

8 0

1 9 .3

1 8 8

4 5 .3

9 7 戸

2 3 . 3 %
全 戸数 ( 昭 和 2)

3 5

1 0 0 . 0

8

2 2 .9

1 5

4 2 .8

1 0

2 8 .6

2 戸

5 . 7 %

小 作争議参加者 (大 正 1 5)
( 最後 ま で 未納す る 者)

4 0

1 0 0 . 0

2

5 . 0

1 4

3 5 .0

2 1

5 2
.5

3 戸

7 .5 %
自創資金借入 者 ( 昭 和 5)

(証) (1 ト全戸数ほ 金塚 村役 場 ｢点 商務統 計報 告書機+ 上り

(2)小作争議 参加者 , 拙稿 ｢ 小農患営 の 発展 と小作争議+ (｢ 土地制度史学+ 第 3 8 号) 第 19 表 , 但 し
,

築地村分も入 る .

13)自創資金借 入者金塚 村役場 ｢ 自作農創設維持 三 関ス ル 文書撥+ より .

に

つ

い

て

指
摘
し

た

こ

と

と

同
じ

傾

向

が

読
み

と

れ

る
｡

す

な
わ

ち

第
一

に
､

金

塚
村
は

英
村
と

異
な

り

典
型
的
水

田

単
作
地

帯
で

あ

る

た

め

階
層
基

軸

は

英
村
よ

り

上

層

に

あ

る

が
､

小

作

争
議
参
加

者
･

自

創
資
金

借
入

者
は

全

戸
数
と

比

較
し

て

上

層
に

あ

り
､

一

町
以

下

層
は

き

わ

め

て

少

数
で

あ

る
｡

第
二

に
､

小

作

争
議
参
加

者
-

-
争
議
中

心

者

-

-
は

自

創
資
金

借

入

着
と

階

層

的
に

一

致
し

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

各
層
の

所
得
構
成

等
に

つ

い

て

は

確
認

し

え

な

か
っ

た
が

､

小

作
争
議
推
進
者
の

階

層
的
性
格

､

ま

た

地

享
村
当
局
の

狙
い

は

英
村
同

様
.

で

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ

る
｡

し

か

し
､

金

塚
村
の

場
合

､

英
村
の

場
合
と

重

要

な

点
で

異
な
る

｡

つ

ま

り

金

塚
村
の

｢

三

升

米
事
件
+

参
加

者
は

､

自
創
資
金

借
入

を

ボ

イ
コ

ッ

ト

し
､

あ

く

£
で

小

作
料
減
免
を

主

張
し
て

譲
ら
な
い

｡

表
1 4

に

あ

る

自

創
資

金

借

入

者
は

す
ぺ

て

｢

三

升

米
事
件
+

に

関
係
し

な
い

部
落
の

も
の

で

あ
る

し
､

聴
取

に

よ

っ

て

も

｢

争
議
参
加

者
+

は

小

作
料
さ

え

低
く
な

れ

ば

何
も

高
い

値
段
で

土

地

を

買
受
け

す

る

必

要
は

な
い

と

考
え

て

い

た
こ

(

4
)

と

が

確
認
さ

れ

る
｡

そ

し

て
､

昭

和
三

年
に

須
貝

快
天
の

｢

下

越

農
民

協
会
+

と

｢

日

貞
関

東
同

盟
+

が

訣
別

し
､

小

作
農
民

層
も

分

断
し

た

後
も

､

表
1 4

に

あ

る

小

作
人

達
ほ

あ

く
ま

で

未
納
を

し
､

(

5
)

つ

い

に

農
地

改

革
に

至
っ

て

い

る
｡

か

か

る

自
創
資
金

借
入

に

反

対
し

小

作
料
減
免
を

推
進
す
る

動
き
は

散
発

的
と

は

い

え

各
地
に

み

ら
れ

る
｡

同
じ

新
潟
県
の

深

才
村
(

三

島
郡
)

で

も
一

度
自
創

資
金

借
入

を

決
め

て

い

た

の

に

日

貞
の

後
身
で

あ

る

全

点
の

指
導

(

6
)

に

よ

り

借
入

を

見
合
わ

せ

る

と

い

う

動
き
が

報
告
さ

れ

て

い

る
｡

こ

う

し
た

動
き

を

統
轄

･

代

表
し

強
力

な

運

動

を

進

め

て

い

∂

た

の

ほ
､

い

う
ま
で

も

な

く

日

本
農
民

組
合
で

あ

り

後
身
の

全

国

お

+
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鼻
民

組

合
で

あ
っ

た
｡

日

本

兵
民

組

合
は

｢

自
作
農
創
設
維
持
補

助

規
則
+

が

制
定
さ

れ

る

と
､

い

ち

ほ

や

く

昭

和
二

年
二

月
の

第

六

回

全

国

大

会
で

｢

土

地

不

買
+

を

決
議
し

｢

わ

れ

ノ

～
は

単
な

る

凝

済
的
ば

く
ろ

に

と

ど

ま

ら

ず
､

支

配
階
級
の

政

治
的
ぎ

ま
ん

政
策
を
ば

く
ろ

し
､

こ

の

闘
争
を

通

じ

農
民

を

組
合
に

組
織
せ

ね

(

7
)

ば

な

ら
ぬ
+

と

し

て
､

対

決
の

姿
勢
を

示

す
｡

以

上

よ

り

小

作
争
議
を

自

創
政

策
と
の

関
連
と
い

う
点
で

み

る

と
､

小

作
料
減
免
を

あ

く

ま

で

貫
き

自
創
政

策
に

も

反

対

し
て

応

じ

な

い

金

塚
村
の

型
と

､

小

作
料
減
免
を

最
後
ま
で

は

貫
き

通
し

え

ず
白
創
政

策
に

乗
せ

ら

れ

て

し

ま

う

英
村
の

型
に

整
理
で

き
る

｡

こ

の

型
の

違
い

は
､

ま

た

地

主

的
土

地

所
有
解

体

を

め

ぐ
る

農
民

的
方

式
と

地

主

的
方

式
の

対

抗
･

力

関
係
の

表
現
で

も

あ

り
､

各

地

域
･

各
小

作
争
議
の

諸

条
件
に

規
定

さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

全

国

的
に

は
､

治
安

維
持
法

を

楯
に

と
っ

た

官
憲
の

弾
圧

､

目

鼻
か

ら
の

平
野
派
の

脱
退
に

は

じ

ま
る

右
翼
的
潮
流
の

農
民

組

合
戦
線
か

ら
の

脱

落
等
に

よ

り
､

小

作
争
議
を

め

ぐ
る

主

導
権
は

小

作
側
か

ら

地

主

側
に

移
行
し

､

芳
村
型
が

一

般
的
と

な

る

過

程
が

進
行
す
る

と

考
え

ら

れ

る
｡

(

1
)

も

ち

ろ

ん

地

主

的

方

式
に

せ

よ

地

主

的

土

地

所

有
が

解

体
し

て

し

ま
っ

た

と
い

う

わ

け

で

は

な
い

｡

こ

こ

で

は

も
っ

ば

ら

傾
向

と

方

式
だ

け

を

問
題

に

し

て

い

る
｡

(

2
)

｢

小

作

年
報
+

に

よ

れ

ば
､

小

作

料

減

額
要

求

は

大

正
一

五

年
二

二

六

三

件
か

ら

昭

和

六

年
一

七

四
五

件
に

減

少
し

､

小

作

地

引
上

は

三
一

六

件
か

ら
一

三

〇

七

件
に

激

増

す
る

｡

(

3
)

大
正

一

一

年
､

生

産

米
検

査
規

則
が

俵
装

な
ど

の

点

で

小

作

人

に

負
担

を

増

加

す

る

形
で

改
正

さ

れ

た

の

を

き
っ

か

け

に

須

貝

快
天
の

農

村

革
新

会

を

中

心

と

し
て

一

俵
に

つ

き

三

升
の

手
当

米

を

要

求
す

る

こ

と
に

よ

り

起
っ

た

小

作

争
議
で

､

北

蒲
原

郡
を

は

と

ん

ど

包

み

込

む

橿
に

発

展
す

る
｡

前
出
拙
稿

参
照

｡

(

4
)

金
塚

村

(

現

在

加

治

川

村
)

俵

橋
､

渋

谷

鉄

蔵
氏

(

大
正

末

三

町

八

反

耕
作
)

談
｡

(

5
)

金

塚

村

と

英

村
で

は

争
議
推
進

者
の

性

格
は

ほ

ぼ

同

じ

で

あ

る

と

考
え

ら

れ

る

の

に

何

故
か

か

る

差

異
が

み

ら

れ

る

の

か
｡

難

問
で

あ

り
こ

こ

で

は

十

分

展
開

し
え

な
か

っ

た

が

差
当

り

次
の

事

実

だ

け

指
摘
し
て

お

く
｡

第
一

に

争
議

規

模
が

金

塚
村

で

は

北

蒲

原

都

下

全

域

と
い

わ

れ
る

程

広

く

組
織

的

連
繋
は

固
か

っ

た

の

に

対

し
､

英
村
で

は

各

地
で

減
免

闘

争
が

起
っ

て

い

た

と

は
い

え

そ

の

規

模

は

小
さ

く
､

問
題
は

村

段
階
に

限
ら

れ

て

い

た
｡

第
二

に

金

塚

村
の

場
合

在

村

中

小
地

主

が

｢

三

升
+

要

求

を

容

れ

た
の

に

千

町

歩
地

主

白

勢

家
の

み

が

拒

香
の

態

度
を

示

し

た

た

め

地

主
へ

の

対

立

意
識

は
き

わ

だ

た

ぎ

る

を

え

な

か

っ

た
の

に

対

し
､

英

村

の

場

合
に

は
､

相

手
の

地
主

は

在
村

中
小

地

主
､

し
か

も

ほ

と
ん

ど

手

作

地

主
で

あ
っ

た
｡

第
三

に

金

塚

村
は

水

田

単
作

地

帯
で

あ

り

小

作

米
の

減

免
と

米

価
の

変
動
が

密

接
な

関

連

を

も
っ

て

地

5 4 0
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主
･

小

作
の

利

害

に

反

映

す

る

の

に

対

し
て

､

英
村
外

場

合

商

品

作
物
は

養
蚕

で

あ

る

た

め
､

こ

の

部

面
で

は

地

主
と

の

利

害
を

米

の

場
合

程

反

映

し

な
い

｡

現

物

納
と

金

納
の

差

異
｡

(

6
)

農
林

省
自
作

係

『

自

作

農
請

願
･

陳
情
二

関
ス

ル

書
類
』

(

7
)

青

木
恵

一

郎

『

日

本

農
民

運

動
史
』

第
三

巻
､

二

三

二

貞
､

昭

和
二

年
二

月
ニ

ー

日
､

第
六

回

全

国

大
会
｢

反

対

声
明
+

五

自

創
政
策
変
更
運
動
の

展
開

小

作

争
議
の

変
化
に

と

も

な
い

自
創
政

策
が

限
ら

れ

た

規
模
と

ほ

い

え

小

作
料
減
免
闘
争
を

圧

倒
し
て

進
行
す
る

が
､

土

地

を

め

ぐ
る

農
民

的
方

式
と

地

主

的
方

式
の

対

抗
が

全

く
な

く
な
っ

て

し

ま
っ

た

わ

け
で

は

な
い

こ

と

は
､

依
然
た

る

小

作
料
減
免
要
求
闘

争
の

各
地
で

の

継
続

､

次
に

述
べ

る

自
創
政
策
変
更
運
動
の

展
開

が

十

分

証

明

し
て

い

る
｡

自
創
政

策
変
更

運

動
は

昭

和
恐

慌
に

よ

る

農
産
物

価
の

下

落

-
-
特
に

繭
価
の

暴
落

-
に

よ

り

自
創
資

金

借
入

農
民
が

そ

の

年
賦

金
を

償
還

で

き

な

く

な
っ

た

と

い

う

(

1
)

状
況
の

も

と
で

開
始
さ

れ
､

償
還

年
限
の

延

長
･

償
還
の

中
間
据

置
･

貸
付

利
率
の

引

下

等
さ

ま
ざ

ま

な

要

求
を

集
め

て

展

開

す

る
｡

英
村

自
体
の

動
き
に

つ

い

て

は

史
料
上

確
認

で

き

な
か

っ

た

が
､

山

梨
県
で

は

県
下

自
作
農
資
金

関
係
町

村
が

昭

和
七

年
｢

自
作

農

資
金
ノ

償
還

期

問
ヲ

五

十

年
(

従

来
は

二

十

四

年
-
筆
者
注
)

ニ

(

2
)

延

長
ス

ル

コ

ト
+

を

県
に

要
求

す
る

こ

と

を

決
議
し

､

さ

ら
に

こ

の

運

動
を

全

国
に

拡
げ
る

べ

く

問
題
を

､

｢

全

国

町

村

長

会
+

に

持
ち

込

む
｡

同

じ
ょ

う
な

状
況
に

置
か

れ

て

い

た

全

国
の

町

村
も

こ

の

山

梨
県
の

提
起
に

賛
成
し

､

各
地

で

自
創
政

策
変
更
運

動
を

組
織
す
る

と
と

も
に

､

全

国
町

村
長
会
も

｢

二

償
還

年
限
二

十

四

ケ

年
ヲ

三

十

四
ケ

年
二

改
メ

ラ

レ

タ

キ
コ

ト
､

二
､

昭

和
六

年

度
迄
ノ

借
入

金
二

対
シ

テ

ハ

元

金

償
還
ヲ

五

ケ

年
間
据

置
キ

順
次

繰
延
へ

ラ

レ

タ

キ

コ

ト
､

三
､

利
子

補
給
額
五

厘

増
加
シ

貸
付

利

率
ヲ

三

分
二

攻
メ

ラ

レ

タ

キ

コ

ト
､

四
､

自
作
農
創
設
二

関
シ

簡

易

保
険
局
ヨ

リ

従

来
直
接
二

倍
入

シ

タ

ル

分
二

関
シ

テ

モ

右
二

準

(

3
)

セ

ラ

レ

タ
.
キ

コ

ト
+

の

四

点
を

農
林
省
に

陳
情
し

て

い

る
｡

一

方
､

｢

三

升

米
事
件
+

で

最
後
ま
で

小

作
料
減
免
を

議
■
ら

な

い

動
き

を
み

せ

る

新
潟
県
で

は

い

か

な

る

運

動
が

展
開
し
て

い

る

か
｡

昭

和
六

年
､

や

は

り

農
産
物
価
の

下

落

1
特
に

米
価

-

に

よ

り

打
撃
を

受
け

年
賦
金
の

支
払
が

困

難
に

な

る

と

い

う

状

況

の

下
で

､

北

蒲
原
郡
で

は

｢

北

蒲
原

郡

自
作

農
創
設

維
持
会
+

-

-
当

初
会
員
六

〇

〇

人

-
が

設
立

さ

れ
､

こ

こ

が

中
心
と

な
っ

(

4
)

て

自
創
政

策
変
更

運
動
を

進
め

て

い

る
｡

ま

た

注
目

す
べ

き
こ

と

は
､

.

｢

三

升
米
事
件
+

で

最
も

激
し
い

闘
い

を

み

せ

て

い

る

金

森

脱
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対 する請願 ･ 陳情

請 願 主 体 l そ の 他

個 人

1 1 2
人

1 0

団体 ･ 自

治 体雛会 長桓民 組 合l莞薯
借

富町 村長会長新村会長

1

町 村長

4 7 人1 6 4

37 21 2 8

村
､

そ

こ
■
の

白
創
資
金
借
入

者
が

中

心
.
と

な
ら

て

組
織

･

活
動
し

朗

(

5
)

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

｢

維
持
会
+

は
､

決
議
事
項

と

し
て

｢

一

､

本
県
自
作
農
奨
励
資
金

貸
付

規
程
ノ

一

部
改

正
ヲ

要
望
ス

ル

ノ

件
､

二
､

自
作
奨
励
資
金

昭

和
五

年
度
償
還

金

延

納

請
願
ノ

件
､

三
､

自
作
農
奨
励

資
金

借
入

購
入

者
二

対
シ

国

税
県

(

6
)

税
低
下

税
率
ヲ

請
願
ノ

件
+

を

掲
げ

､

帝
国

貞
会

･

黄
泉
両

議
院

(

-
)

に

陳
情
し

｢

飽
迄

所
期
ノ

目

的
ヲ

達
ス

ル

コ

ト

ヲ

決
議
+

し
､

他

の

自
作
農

組
合
と
ほ

違
っ

て

戦
闘
性
を

表
明
し

て

い

る
｡

こ

の

よ
.

う
に

金

塚
村
の

場
合
は

､

町

村
長
レ

ベ

ル

で

は

な

く

直

接
白

創
資
金

借
入

者
が

団

体

を

組
織
し

運

動
を

進
め

て

い

く
｡

こ

れ

は
一

方

で
､

小

作
料
減
免
を

あ

く

ま
で

貫
き

､

地
主

の

再
三

の

勧
告
に

も

拘
ら

ず
小

作
料
を

未
納
し

関
っ

て

い

る

小

作
農
民
が

い

る

-
地

主

的
土

地

所
有
解
体

を

め

ぐ
っ

て

貞
民

的

方

式
を

要
求

す
る

聞
い

が

継
続
し

て

い

る

-
と
い

う

状

況
の

も

と

で

可

能
に

な
っ

た

と

考
え

る
｡

こ

の

点

は

山

梨
の

運

動
と

決

定

的
に

違
う
点

で

あ
る

｡

し
か

し
､

山

梨
の

場
合
で

も

自

創
資
金

借
入

農
民
の

要

求
を

町

村
長
が

ま
と

め

て

県
あ

る

い

は

農
林
省
に

持
っ

て

い

け
る

と

い

う
こ

と
は

､

英
村
に

お

い

て

農
民

組
合
推
薦
の

議

員
が

村
会

の

過

半
を

占
め
る

と

い

う
事
実
に

端
的
に

示

さ

れ

る

ご

と

く
､

小

作
･

日

小

作
農
属

層
の

社

会

的

進
出
が

は

か

ら

れ

て

い

る

こ

と
に



表 15 自創政策 に

( 6 9 ) 小 作争議 の 展 開 と 自作農創設維 持政 策

府 県
請願 ･ 陳情内 容

自創政 策 を促進 さ せ るL 岐
_
阜 ･

広 島 ･ 滋賀 ･ 福 島

茨城
･ 北 海道 ･ 岩手 ･ 宮 城 ･ 山 形 ･ 富山

･ 福 井 ･ 静 岡 ･

滋賀 ･ 京 都 ･ 兵 庫 ･ 和歌 山 ･ 鳥取
･ 岡山

･

広 島 ･

徳 島 ･

愛媛 ･ 福 岡 ･ 大 分 ･ 秋 田 ･ 大 阪
･ 奈良 ･ 鹿 児島 ･

新 潟
･

三 重

広 島 ･ 山 口 ･ 岡 山 ･ 高知 ･ 兵庫 ･ 長 野 ･ 宵 山
･

山形 ･ 栃
木 ･ 徳島 ･ 宮 城

･ 滋賀 ･ 埼玉 ･ 新潟 ･ 山梨 ･ 静岡 ･ 秋 田

補助 規則以 前 の 資金 に

対 す る 利子補 給,
も し

く は 中間 措置

1 .

2 .

3 . 償 還 方 法 の 変 更 (利

率
･ 年限) も しく は償

還 繰延

青 森 ･ 和 歌 山4 . 租税免除

( 誌) (1 I . 農林省 自作係 ｢ 自作農請願陳情 二 関 ス ′レ書類+ 昭和 6 年 4 月起 ( 農政調査会所蔵資料)

(2 ) . 関係 自治体 ･ 個人全部 の 数 で あ る .

(3) . 府県は 回数に 関係 な く .

一 度で もあれ は掲 げた .

よ

り
は

は

じ
め

て

可

能
な
の

で

あ
ゥ

て
､

そ

れ

自
体

農
民

随

争
の

成
果
に

も

と
づ

い

て

い

る

と
い

え

る
｡

自
創
政
策
の

変
更
を

求
め

る

運

動
は

､

こ

う
し
て

全

国
に

拡
が

り
､

表
15

に

示
し

た

よ

う
に

農
林
省
へ

の

請
願
も

相
つ

ぐ
｡

農
林

省
も
こ

の

よ

う
な

運

動
に

押
さ

れ

て
一

定
の

変
更
-
譲
歩
を

余
儀

な

く
さ

れ
､

昭

和
七

年
に

は

三

年
以

内

の

中

間
据
置
と

中
間
据
置

利
息
の

補
給
を

認
め

､

さ

ら
に

は

地

価
の

算
定
を

安

く

す
る

た

め

に

小

作
料
金

額
か

ら

控
除
す
る

課
目
を

増
や

す
｡

ま

た

昭

和
一

一

年
に

は

三

分
五

厘
だ

っ

た

貸
付

利
率
を

三

分
二

厘
に

引

下

げ
る

と

い

う
措
置
を

と
る

｡

つ

ま

り

自
創
政

策
の

変
更
を

求
め

る

運

動
は

全

国
化

す

る

と

と

も
に

一

定
の

成

果
を
生

む
｡

で

は
､

こ

の

よ

う

な

自
創
政
策
の

変
更
を

求
め

る

運

動
を

さ

き

に

述
べ

て

き

た

地

主

的
土

地

所
有
解
体
を

め

ぐ
る

農
民

的
方

式
と

地

主

的
方

式
の

対

立

と
い

う
関
連
で

は

ど

う

位
置
づ

け
る
べ

き

か
｡

自
創
資
金

を

借
り

た

と
い

う
農
民
の

行
動
は

､

確
か

に

地

主

的
方

式
に

乗
せ

ら

れ

組
み

込

ま

れ

た

と
い

う
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
｡

し

か

し
､

あ

ま

り
に

地

主
的
な

白
創
政

策
に

対

し
て

農
民
は

昭

和

恐

慌
を

契
機
に

反

撥
し

､

そ
の

矛

盾
を

認

識
す
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

自
創
政

策
を

､

地

価
を

下

げ
､

利
率
を

下

げ
､

償
還

年
限

を

延

3

長
さ

せ

て
､

な

る
べ

く

農
民
の

利
益
に

な

る

方

向

-
白
創
政

策

朗

+
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に

乗
せ

ら

れ

て

い

る

以

上
一

定
の

限

界
は

あ

る

が

一
に

近
づ

け

よ

う

と

す

る
｡

つ

ま

り
､

白
創
政

策
変
更
運

動
は

､

地

主

的
土

地

所
有
解
体

を

め

ぐ

る

島
民

的
方

式
と

地

主

的
方

式
の

対

立
･

緊
張

の

中

で

生

じ
て

い

る
｡

こ

の

変
更

運

動
が

地

主

的
方

式
に

対
立

す

る

側
面
を

も
っ

て

い

た

か

ら
こ

そ
､

｢

土

地

不

買
+

｢

自
創
政

策
反

対
+

を

主

張
し

て

い

た

全

国

農
民

組
合
も

こ

れ

を

支
持
し

た

の

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち

昭

和
七

年
に

は

｢

自
作
農
創
設
助

成

法
二

俵
ル

低
利
資
金

ヲ

借
入

自
作
農
タ

ラ
ン

コ

ト

ヲ

熱
望
シ

タ

ル

多
ノ

農
民

ハ

今
ヤ

自
己
ノ

借
入

タ

ル

資
金

返

還
ノ

タ

メ

ニ

共
ノ

生

活
二

大
ナ

ル

脅
威
ヲ

感
シ

名

状
ス

べ

カ

ラ

ゲ

ル

窮
状
ノ

状

態
二

陥
り

居
レ

リ
｡

農
林

省
当

局
ハ

是
ノ

事
実
ノ

前
二

立

法
ノ

精
神
二

立

脚
シ

テ

向
フ

(

8
)

一

ケ

年
間
元

利
金
ノ

返

還
期

日

ヲ

延

期
サ

レ

ン

コ

ト

ヲ

要
請
ス
+

と
い

う
文

書
を

農
林
大
臣

宛
に

振
出
し

､

こ

の

運
動
へ

の

支

持
を

表
明
し

て

い

る
｡

自
創
政

策
変
更
運

動
も

や

は

り
､

小

作
料
減
免
の

追
求
に

よ

り

自
由

な

農
民

的

所
有
を

実
現

す
る

と
い

う

農
民

的
方

式
と

土

地

売

却

-
自
創
政

策
-
-
に

よ

る

債
務
を

象
っ

た

不

自
由
な

自
作
農

の

創
出
を

は

か

る

地

主

的
方

式
と

い

う
､

地

主

的
土

地

所
有
解
体

を

め

ぐ
る

二

つ

の

方

式
の

対

立
･

緊
張
の

中
に

位
置
づ

け

う
る

と

解
義
で

き

る
｡

(

1
)

農

林

省

虔

務

局

｢

自
作

農

創
設

維
持
資
金
ノ

昭

和
七

年
度
二

於

ケ

ル

償
還

状
況
+

に

よ

れ

ば
､

昭

和

七

年
度
に

納
め
る

ぺ

き

年

賦

金
の

う

ち
八

年
四

月
一

日

現

在

三

四
･

三

%
が

､

九

年
三

月

三

一

日

現

在
二

〇
･

〇

%
が

滞
納
と

な
っ

て

い

る
｡

(

2
)

農
林

省
自

作
係

｢

自
作

農

請
願
陳
情
二

関

ス

ル

書

類
+

､

昭

和
五

年
四

月

起
､

所
収

､

山

梨
県

｢

自

作

農

関

係

町

村

長

会

決

議
+

､

昭

和
七

年
三

月
二

二

日
｡

(

3
)

同

前

所

収
､

｢

自

作

農
創
設

維
持

資
金

償

還

年

限

延

長
二

関

ス

ル

陳
情
事
項
+

､

昭

和
七

年
四

月
一

八

日
｡

(

4
)

北

蒲

原

都

自

作

農
創
設

維

持
会

に

つ

い

て

は
､

自
作

係

｢

碓

件
+

､

昭

和
五

年
一

月

起

所

収
､

｢

北

蒲

原

郡

自

作
農
創
設

維

持

会

ノ

請

願
運

動
二

関
ス

ル

件
+

(

5
)

会

長
と

会

計
は

金

塚

村
で

占
め

て

い

る
｡

(

6
)

前

出

｢

推

件
+

､

第
一

項
の

｢

貸
付

規

程
ノ

一

部

改

正
+

と

い

う
こ

と
の

内

容
は

､

貸
付

規

定
で

は

収

穫
高

が

着
る

し

く

少

な

い

場
合
の

み

に

延

納
を

認
め

て

い

る

の

を
､

価
格

が

暴
落
し
た

と

き
に

も

延

納
を

認

め
さ

せ

る

よ

う
に

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

(

7
)

同

前

｢

雄

件
+

(

8
)

前
出

｢

自
作

農

請
願
陳
情
三

関
ス

ル

書

類
+

六

ま

と

め

-
研
究

史
と

の

関

連
で

以

上
､

小

作
争
議
と

白
創
政

策
と

の

関

連

を

英

村
の

小

作

争

議
･

農
属

層
の

動
向

を

中
心
に

検
討
し
て

き
た

が
､

今
ま

で

の

研

β雀卓
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究
史
と

の

関
連
で

若
干
ふ

れ

て

お

き

た

い
｡

自
創
政

策
に

関
し
て

は

小

倉
武

一

氏
を

は

じ

め

奥
谷

松
治

･

沢

村

康
･

小

野

武
夫

･

あ

る

い

は

青
木
恵

一

郎
･

井
上

晴
丸
氏

､

そ

の

他

さ

ま

ざ

ま

な

人
々

(

1
)

に

よ

っ

て

論
じ

ら

れ

て

き
た

が
､

小

倉
武

一

氏
の

詳
細
な

立

法

過

程
分

析
が

も
っ

と

も

体
系
的
で

あ

り
､

通

説
と

な
っ

て

い

る
｡

小

倉
氏
の

白
創
政

策
に

対

す
る

評
価
は

｢

地

主

的
土

地

所
有
権
に

対

し

て

何
等
か

の

改

善
を

講
ぜ

ず
し

て

実
施
さ

れ

る

自
作
農
創
設
は

､

地

主

的
土

地

所
有
権
そ

の

も
の

の

存
続
に

役
立
っ

て

も
､

独
立

自

営
農
民
の

成

生
の

基
盤

た

る

近

代

的
土

地

所
有
権
の

確
立
に

資
す

(

2
)

る

こ

と

は

あ

り

え

な
い
+

｢

自
作
農
創
設
政

策
は

､

地

主

的
土

地

所
有
権
を

前
提
と

す

る

限

り
､

地

主

的
土

地

所
有
権
の

無
花
果
の

(

3
)

葉
の

如
き

も
の

で

あ

る
+

と
い

う

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

自
創
政

策
の

地

主

的
性
格
を

見
事
に

暴
露
し

､

批
判
し
て

い

る

も
の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

小

倉
氏
は

小

作
法
制
定
と
い

う

動
き

と

の

関
連
で

､

｢

『

土

地

を

農
民
へ

』

と
い

う

要
求
は

､

い

わ

ゆ
る

自

作

農

創

設

と

は

全

く

異
な
る

意
味
を

有
っ

た

の

で

あ
っ

て
､

耕
作
権
の

確
立

､

団
結
権
の

確
保

を

基
調
と

す
る

小

作
立

法
の

運

動
と

な
っ

て

具

体

(

4
)

化
し

て

卓

た
+

と

指

摘
し

､

詳
細
に

そ

の

立

法
過

程
で

の

対

抗
を

追
求
し

て

い

る
｡

こ

の

点
､

美
事
な

分

析
と

い

う
他
な

い
｡

し

か

し
､

地

主
の

意
図
に

そ
っ

た

立

法

化
､

自
創
政

策
と

小

作

立

法
と

の

対

抗
と

い

う
政

治
過

程
上
の

動
き
が

､

さ

ま

ざ

ま

な

階

層
を

含
み

つ

つ

多
様
な

動
き

を

み

せ

て

い

た

小

作
争
議

･

農
民

運

動
と

具

体

的
に

ど

う

関
連
し

､

対

抗
す

る

の

か

と
い

う
点

は

十

分

あ

き

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

と

は

い

え

な
い

｡

つ

ま

り
､

小

倉
氏
を

は

じ

め
と

す
る

従

来
の

こ

の

分

野
で

の

研

究
が

､

ほ

と

ん

ど

政

策

1
立

法
過

程
分

析
で

あ

る

た

め
､

焦
点

は

自

創
政

策
が

地

主
的

で

あ
る

か

香
か

と

い

う

点
に

し

ぼ

ら

れ
､

農
民

層
の

志
向

は

何
で

､

土

地

を

め

ぐ
る

対

抗
に

は

ど
の

よ

う
な

動
き

が

あ

る

か

を

追
求
す

る

視

角
が

稀

薄
と

な
っ

て

い

る
｡

や

は

り
､

農
民

層
の

動
向
を

み

き

わ

め

る

中
で

土

地

を

め

ぐ

る

対

立
の

方

向

と

些

を

あ

き

ら
か

に

し
､

そ

の

中
に

自
創
政

策
を

は

じ

め

と

す

る

土

地

立

法
を

位
置
づ

け
る

と

い

う
作
業
が

不

可

欠
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

の

作
業
こ

そ

ほ

農
地

改

革
前
夜
ま

で

続
く

自
創
政

策
と

農
地

改

革
の

関
連

･

農
地

改
革
の

歴

史
的

性
格
を

あ

き

ら
か

に

す

る

上

で

決
定
的
に

重

要
だ

か

ら
で

あ

る
｡

(

1
)

小

倉
武

一

『

土

地

立

津
の

史
的

考
察
』

､

一

九

五
一

年
､

奥

谷

松

治

『

近

代

日

本

農

政

史
論
』

､

一

九
三

八

年
､

沢

村

康
『

農

業
土

地

政

策

論
』

､

一

九

三

三

年
､

同

『

小

作
法
と

自

作

農

創
定

-
h

U

法
』

､

一

九
二

七

年
､

小

野

武

夫

『

農
村
産

済

論
』

､

一

九
三

四

年
､

朗
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青
木

空
郎
『

豊
島

民

運

動
史
』

､

第
三

巷
､

井

上

晴

丸

｢

第

(

2
)

(

3
)

(

〝
)

前

出
『

土

地

立

法
の

史

的

考

察
』

､

五

五

八

東
｡

脚

一

次

大

戦
以

降
の

日

本

兵
業
+

『

日

本

農
業
発
達
史
』

､

第
六

巻
､

一

九
五

五

年
｡

(

一

稀
大

学

大

学

院
学
生
)




