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第　 2　 巻　 に　 つ 　 い 　 て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生 　　田　　　　 靖

　ig　2 巻 は、第 1章 の 「国 家 独 占資本 主 義的市場編制 の 理 論 と現実」とい う御園論文 にそ っ て 蹴 分析が

な され て い る
。 第 2 章以下 、 農産物 市場政 策とい う政策の 問題 、 農産 物取 扱い 資本 とい う実際 の 市場

機能をに な っ て い る 商業資本の 運動 の 問題 が 分析さ れ 、 さ ら に 青果物 、 畜産物 、 加 工 農産物等 に つ い

て 50 年代後半以降の い わ ゆ る高度経済成長過程に お い て 、 い か に 市場構造 が 変化 し 、 変質 して い っ

た か とい う問題 が 、 先ほ どい っ た 国家独 占資本主 義的再繍 i［iの 問題 として 分析され て い る
。 それ に 加

え て 現状分析として は欠か す こ と の で きな e丶 農業イ ン テ グ レ ー
シ 。 ン とか農協組織あ る い は市場 の

技術的機能とい うもの が と りあげられ 、 最 後 に
、 こ れも当然 わが 国 の 場合は欠かす こ との で きな い ア

メ リカ の 農産物市場 の 帝国主義的性格を美土路論文 に よ っ て しめ くくられ て い る 。 だ か ら第 2 巻全体

は 単 に農産 物市場の 現状分析に と ど ま らず 、 期せ ず して 日本の 農業の 構造分析に まで い た っ て い る と

い っ て よ い 。 実 は そ こ に 評 者は 第 2 巻 の 大 き な メ リッ トを見い 出す 。 した が っ て 、 第 2 巻 の 現状分析

の構成や内容 じたい 評 者も 日頃研究して い る 市場問題 とお よそ 一致する もの で あ り、 また い ま ま で 個

々 に研究成果が あげ られ て きたその 成果 の 集大成の よ うな もの に な っ て い る の で
、 評者は お お か た 賛

成で あ り納得で きる 。 とな ると
、 所論 に おおか た賛成 で あ る とい うこ とに な っ て し ま っ て

、 評者が コ

メ ン テ ーターとして コ メ ン トす るの は 適当で な くな る 。 む し ろ 流通 の 大型化 ・近代化に 賛成 さ れ 、 政

策的に もそれを支持 されて い るか た に登場 して もら V丶 そ の 人 が コ メ ン トされ る ほ うが よ い の で は な

い か と思 うが 、

一
応大 局的な視 点から五 つ ほ ど問題 を出 して み た い

。

　と こ ろで
、 午前中第 2 巻 の 報告者が同時 に コ メ ン トもつ け加え て くれ た の で

、 評者の 論点とい くつ

か重 な る と こ ろ が で て くる。
コ メ ン ターの 領域侵犯 で ある が 、 今更変更も出来な い の で 以 下 5．点ば か

りコ メ ン トし た い o

　まず第 1 点 。 米 を中心 とした 穀物市場 の 問題 に つ い て で あ る 。
こ の 現状分析で は 、 少 な くともこ れ

を真正 面 か ら取 り上げ て 分析 して い な い が 、 そ の 理 由 は ど こ に あ る の か 若 干 の 疑問を もつ 。 こ の 点

は 評者 の 理解不足かも しれ ない が 、 第 2 の 現状分析 に お い て は 、 我国 の 農産物 の 場合 の 直接的ある い

は 間接的 な統制を 必ず し も強 く受 け て い な い 農産物 （これ もニ ュア ン ス が あ り、 と くに 間接的 とい う

こ とに な ると、 か な り政策的な 統 制的 な もの を受け て い る と 理解 さ れ る 面 もあ る が ）少な くとも直接

的 、 間 接的に 必ずしも強 く統制 を受け て い な い 農産物市場 の 問題 に つ い て 主 として 分析 を加えたもの

と思 う。 し た が っ て
、 米とか小麦 とか い う商品 は 分析 の 対象か らは ず し た の だ と理解 し たが 、 あ る い

は そ の 他 に 理 由があ る か もし れ ない 。

一
応疑 問点 と して 出し た い

。 今回 の 日本農業経済学会 の シ ン ポ

ジ ウ ム で 出 された ように 、 生産者段階 、 す なわち産地段階 で も米の 価格は 1 ：1．6 の 価格差が 存在す

る。 消費者段階で は 標準米 と特選 米 とい うよ うなか っ こ うで 、 標準米は 3，000 円だ けれ ど特選米の
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高 い もの は 、
そ の 倍以上 もする。 消費者段階で は生産者 の 段階 よりも、 もう

一
つ 大きい 価格差 を生ん

で い る 。 しかも こ こ で 分析 されて い る国家独 占資本主義的市場編制 とい うこ とか ら言 え ぱ 、 米 は も っ

と高い 編制地点に 立 っ て い る 。
そ の よ うな こ と も確か 本文 の 中 に 出て い た 。 そ の 分析が 欠 落して い る。

しかも国民食糧 と して も何兆 円商品 、 とい うよ うな こ とが言われて い るが 、 そ うい う商品額 として の

大 きさの 問題 、 そ うし て 生産調整に お い て 他 の農産物に作付転換がな され るとすれば 、 その 作物商品

の 価格 に 影響を大 き く与え られ る と い う米 の 性格か らして も 1章を起 こ して 分析すべ きで は なか っ た

か 。 こ れ は 評者 の 願望 で あ り 、 あ るい は そ れな りの 理 由が あ っ た の で は ない か と も思 う。 そ の 点が ま

ず第 1点 。

　第 2 点。 輸入農産物 の あ り方が国内農産物市場 の あ り方に と くに価格 に ス トレ ー トに影響を お よぼ

し て い る
。 例え ば み か ん の 価格暴落 ・変動 、 ある い は生産 へ の 影響と い うもの が 、 輸入 柑橘類 とス ト

レ ートに 結 びつ い て い る。
だ か ら青果物 の 中で も 、 果物 の 分析と い うもの が 輸入農産物 市場と の 関連

で 非常に 大 きな問題 に な る の で はな い か と考え て い る 。 さらに つ け加 えれば国家独 占資本主義的市場

編制 が進行する 中で
、 輸入農産物の 動向 と国内農産物市場とが 関連 して い る 問題、 そ の 両者が ス ト レ

ー トに関連 する 問題 を 、 例えば 果物 を 例 に 上 げ て 具体的に 分析 さ れ れ ば 、 最後 の 章 に 出 て い る ア メ リ

カ の 帝国主義 的な農産物市場の 進行状 態な ど とも関連 し て鮮明 に な っ た もの で は ない か 。
こ れ が第 2

点 。

　第 3 点は 、 農業イ ン テ グ レ ーシ 。 ン に 関係す る問題 で あ る
。

こ の 現状分析で 非常 に 明確 に 出 さ れ て

い るの は現在 の 農業イ ン テ グ レ ー
シ ． ン は もっ ぱ ら農外資本 、 商社資本を中心 と した 農 外資本 の 主導

の もとで行なわれ て い る 。 し た が っ て農業イ ン テ グ レ ーシ 。 ン は生産 者農民 の た め に もな っ て い ない

し 、 消費者 の た め に もな っ て い な い
。 農協 が こ の イン テ グ レ ーシ ョ ン と と り くむ場合 も、 もっ ぱ らそ

うい う農外資本の 下請け的 な もの か 。 あ る い は農協そ れ 自体の 経営 の た め に や られて い る
。 農協 の 経

営上 必要 にせ まられ て とい う表現が よ い か ど うか わか らな い が 、 ともか く農協 の 組織成員 で ある組合

員 の た あ の もの で は な い が
、

一
般的形態で の 現実に そ れ は 認めざ るをえな い 。 そ こ で そ れ と関連 させ

て一つ 大胆 に 問題 を 提起 を した い
。 農協組織は 巨大な 組織をもち 、 世界 に 冠 た る 組織だ とい う評価を

もつ 。 あ る意味 で は 評価 もそ うい う評価を しな い わ けで は な い が 、 で は
、 な ぜ こ の よ うに 大 きな組織

体 で あ る農協 が 、 商社を 中心 とした農外イ ン テ グ レ ーシ 。 ン に よ る市場編制 の 進む 中 で 手を こ まね い

て 来 た の か 、 来 ざ る を え な か っ た の か 、 そ う し て 本来農産物市場 で 農協が シ ＝ア ーを 占る べ き分野を

あけ渡して きた の は な ぜ な の か 、 逆 に 言 えぱ農協組織が組合 員の ため にな る よ うな 、 ある い は ひ い て

は 、 第 3 巻 とも関連す る の だ が 、 勤労消費者 の た め に も な るようなイ ン テ グ レ ーシ ョ ン 的な もの を作

り上げえなか っ た の か 。 そ の 要因 、あ る い は そ うい う 実態等に つ い て
、 も う少し ふ れ られ な が ら、 第

3 巻 に 向け て 農協 こ そ真の 組合員 の た め に な る よ うな農協 イ ン テ グ レ ー
シ ・ ン を作 りあげねば い けな

い とい うよ うな こ とに もふ れ られおれば とい うよ うな気 がす る 。 逆に 言 え ば 、 本当 に 組合員 の た め に
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な る よ うな真の イ ン テ グ レ
ーシ 。 ン を農協組織が作 り上げる よ うな条件 は 現状 の 農産物市場条 件の 中

に ある の か 、 な い の か とい うこ とに も言及さ れ て い れば と思 う。

　次 に 第 4 点。 現段階の 市場編制 は 1950 年代後半か ら進め られ て きたが 、 こ の よ うな国家独占資

本主義的市場編制 に 反対す る側 とい うか 、 い わ ゆ る反 独 占の 側 、 政治的側に 言 え ば 革新勢力の 陣営に

あるい は 少な くとも い まの よ うな国家独 占資本主義的市場編制 に 反対 す る 側 に
、

こ （咽 家独 占資本主

義的市場編制 に対置し う る ような 、 そ うい う具体的な 市場政策が あ っ た の で あろ うか
、 報告者 の 最後

の コ メ ン トの と こ ろ に な ぞ らえ て 言 えぱ 市場編制 が もた ら し た大型化 ・近代化に もそ れ な りの メ リ ッ

トが あ っ たか ら こ そ 生産者 に も流 通段階 の 業者に も受 け入れ られ た と い うよ うな評価 も含 めて 考え て

み た い
。 たしか に 多 くの 批判は 必要 で あ り 、

そ うし て 批判を続け て い か な けれ ば な らない が 、
そ れ と

ともに 具体的な市場 政策 、 具体的 な対応政 策とい うもの を も っ て お り、 そ れ に もとず い て 政策提案を

つ ね に お こ な い 、 し か も政策提案 だ け で は な く、 そ れを実現する た め の 手続 も常 に 考え る と い うこ と

を、少な くとも先 ほ ど の 体制に 対峠する 勢力は や らなけれ ば な らな い
。 そ れ が な か っ た の で は ない か

、

こ れ は非常 に
一

方的な理 解か もしれな い が 、 どうも そ うい う政策提案 を しな い た め に 、 押し流さ れ、

した が っ て 農家 も流通 中間 業者 も 、 その 波の 中に まきこ まれ て い っ た の だ と考 える 。 そ うい う政策が

あ っ た の か ど うか 、 あ っ た けれ ど も 、 ど こ か に欠陥 が あ っ て
、

や は り こ うな っ て し ま っ た の か 、
そ こ

の と こ ろ が 、 評者 の 研究不足 で よ くわか らな い 。 評者は ど うもなか っ たの で は な い か と考え て い る 。

その こ とがか な り決定的な 弱い 環 とな っ た の で は な い か 、
こ れはeg　3巻の 今後 の 展望 と関わ り合 い な

が ら 、 評者が 考え て い る 第 4 点 で あ る
。

　最後に第 5 点。
こ れ は若干思 い つ き的な こ とな の で

、
オ ーソ ドッ クス な形で 整理 で きな い の だ が 、

農産物市場論 に お い て
、

マ ーケ テ ィ ン グ的な分析が ほ とん ど今 まで な い
。 第 2 巻で も 、 そう い う側面

で の 現状分析 は や られ て い ない
。 ア メ リカ なん か の マ ー

ケテ ィ ン グ は
、 まず農産物 マ ーケ テ ィ ン グか

ら学問的な発展 が な され て きた こ と は 周知 の と お りで あ る
。

そ うし て 現在少 な くとも独 占資本が に ぎ

っ て い る加工食品に つ い て は 、 それな りの マ
ーケ テ ィ ン グが や られ て い る。

そ れと同 じこ とを生産者

もや れ と い うわけ で は な い し 、 また や れ る わ け で もな い が s 少 な くとも農産物を食糧品 と して商品 の

安全性 、 栄養性あ る い は 生鮮性などが強調され そ れ が マ ーケ ッ テ ィ ン グ と結合 され な けれ ば な らな い

段階に まい っ て い る の で はない か 。 先ほ ど 社会主義国に も公害が あ る とい うよ うな お 話 が あ っ た が 、

そ して また米 の 消費減退 に 対 して 農協組織が
一

生懸命そ れ な り の マ
ー

ケ ッ テ ィ ン グを や っ て い る の だ

と思 うが
、 そ うい うもの や 地場流通 の 問題 や あるい は地 域食糧 の 問題 など も含あ て

、
マ ーケテ ィ ン グ

的分析が 必要な の で はな い か 。 こ の 点は さ きに も指摘 した ように 非常 に 思 い つ き的な こ と だ が 、 農産

物市場 の 問題 を今後の 展望につ なぐr つ の 手がか りとなるの で は ない か と考える。

　最後に こ れ は言葉 の 問題だが 、 国家独 占資本主義的市場編制 とい う場合の言葉が 「制」で あ っ た り、

「成」で あ っ た りす る わけ で 、 これ は 意識的に使い 分けられ て い る の か
、

あ る い は 「成」 「制」を ぬ
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い た 再 編とい う ことば とも関わ っ て
、

そ こ らへ ん の と こ ろが 、 評者 に は 明確 に は 読 み とれなか っ た の

で ご説明 い ただ き た い a
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