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日本植民地時代台湾の米穀生産 と流通

イ ン デ ィ カ 系 在 来 米 を 中 心 と し て

や ま だ あ つ し
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は じめに

日本植民地時代(1895～1945年)台 湾は、農業台湾 と言われたよ うに、農業およびその関連産

業が重視 され ていた。その中で も米穀業、すなわち稲作 と籾摺 ・精米、そ して米穀 の集荷 ・貯

蔵 ・流通 ・販売などは、糖業 と並んで重視 された。

台湾総督府の米穀政策で一番有名なのは、蓬莱米の開発 と奨励であろう。 日本か ら持ち込んだ

ジャポニカ系のウルチ米稲 を台湾の気候に適 させ るよう、品種改良や栽培方法の開発 を行ったも

のである。1920年 代初頭 に開発 は成功 し1、1925年 に当時の伊澤総督か ら蓬莱米 と命名 された。

1930年 代において蓬莱米は、同 じく日本の植 民地であった朝鮮 の米穀 とともに、日本の米穀市場

で流通 した。 このよ うな蓬莱米の流通 と日本市場で果た した役割、さらに台湾島内での糖業への

.影 響(米 価が上がるとサ トウキ ビか ら稲作に転換す る農家が出てサ トウキビ栽培面積が縮小す

る)に っいては、川野重任 『台湾米穀経済論』(有 斐閣,1941年)以 来、台湾経済史の中では比

較的多 くの研究がある2。

しか しながら台湾 は、蓬莱米だけを生産 していたわけでもなければ、蓬莱米だけを 日本へ と移

出3し たわ けではない。生産で言えば、在来米 と呼ばれた清代以来のイ ンデ ィカ系稲が ウル チ

米 ・モチ米 ともにあった。在来米は、今 日でこそ見ることが少な くなったものの、植民地時代だ

けでな く戦後 も生産 が続 いていた4。流通 で言えば、在来米 も日本へ と移 出されていた。 また台

湾島内の米穀 を見ると、 日本へ移 出していただけでなく、台湾から外国への輸出、 さらに 日本か

ら台湾への移入や外国か ら台湾への輸入 も行われ ていた。最終消費についても同様 である。台湾

の米穀が全て 日本へ移出 され て 日本の消費者の 口に入ったわけではない。 台湾住民も多量に消費

していた。 この点、製品の大半が輸移出 されていた糖業や茶業 とは、同 じく島外への輸移出志向
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農業であっても、品種改良な どの生産や流通 に異なる動 きがあったのでなかろうか。

今までの台湾米穀研究は、 日本への蓬莱米移出と市場流通を主要な分析対象 としていた。では、

日本移出のみの観点で見ず、台湾 での食糧 としての観点を加 えて、米穀 の生産 ・流通を考えると

どうなるであろ うか。またそ うした見地か らは、台湾総督府の米穀政策をどう評価できるのであ

ろうか。本論は上記の課題に答える手始めとして、台湾における米穀の生産量 ・流通量を検討 し、

それ を踏まえて、台湾人の主食であった在来米について台湾総督府 はどのような手を加 えていっ

たのかを考 えたい。

1.台 湾における米穀の動 き

1,島 内生産

最初に台湾島内での米穀生産の動きを統計から追ってみ よう。 まずは生産量(表1)で ある。

蓬莱米は1922年 に統計に登場 した後、1926年 まで急増 した。一旦伸びは鈍 るが、1930年 代に入っ

てまた増加する。最初に伸びたのは1期 であ り、1930年 代の増加 も1期 が 目立つ。蓬莱米2期 も

1920年 代 こそ伸びが悪かったが1930年 代に増加 している。一方、在来米 も減少 したわけではない。

モチ米5は2期 、すなわち正月モチ用の米が、1920年 代中盤に増加 した ことがわかる。同 じモチ

米でも1期 は増えていない。在来米のウルチ米は どうであろ うか。1期 においては蓬莱米が増加

したにもかかわらず、年によって増減 は大 きいものの生産量をほぼ保 っている。2期 においても

モチ米や蓬莱米の増加 にもかかわ らず 、む しろ1930年 代前半に最高水準に達 している。陸稲 は、

どの年をとっても水稲よ り生産量が格段に少ない。

次は生産面積(表2)で 見てみ よう。蓬莱米 については、1期 ・2期 とも生産量の増加 と同時

期に増加 している。モチ米2期 も同様 に、生産量の増加 と同時期に増加 している。一方、在来米

のウルチ米については、生産量 と違った結果が見える。1910年 代 と比べ1期 は明 らかに減少 して

いる。2期 は1910年 代 と20年 代 とでほとん ど変化 していない。全体 としては、生産量同様 に1920

年代中盤か ら増加傾 向にある。

生産面積 と生産量がわかれば、単位面積あた りの生産量(表3)、 す なわち、量的側面から見

ての6土地生産性が求まる。土地生産性が一番高いのは蓬莱米1期 である。蓬莱米の2期 も在来米

の ウルチ米1期 に比べ見劣 りせず、年によっては優位にある。在来米ではモチ米 よりもウルチ米

の生産性が高い。 また どの種類 にお いて も、1期 の方が2期 よ りも生産性 が高い。 また、(表

1)と(表2)に おける在来米 ウルチ米の動きの違い、す なわち、生産面積は1期 で減少、2期

で横ばいなのに対 し、生産量 は1期 で横ばい、2期 で増加 してい るのは、土地生産性 の向上に求

められる。生産性 の増加 時期は、1920年 代の中盤であ り、蓬莱米の導入 と時を同 じくしている。

これ を、蓬莱米の開発 ・導入 とともに、何 らかの技術的刺激、例えば水や肥料の管理が在来米の

生産農民にもた らされたと推測す ることは難 しくない。モチ米や陸稲 も1920年 代には生産性が向

上 している。
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表1台 湾米穀の収穫量(玄 米)冒
単位:ト ン 才

年次 水稲 陸稲 合計1
蓬 莱 米 在 来 ウ ル チ 米 モ チ 米 ウ ル チ 米 モ チ 米 一 前 年2期+片

1期2期1期2期1期2期1期2期1期2期1期2期 総 合 計 本 年1期 く

1900141,120147,03410,0359,0946,7654,794448493158,368161,414319,782

1901260,915151,15517,24810,12510,8864,0771,120398290,170165・754455・924451・584

1902210,963170,73313,12610,6626,8106,496582493231,482188,384419,866397・236

1903252,493224,89616,26211,87221,68317,2931,1651,478291,603255,539547,142479,987

1904279,014258,67515,99414,65019,35428,0451,1202,150315,482303,520619,002571,021

1905287,137245,55615,88313,60315,35728,6361,1682,198319,545289,993609,538623,065

1906270,778219,02114,11614,11810,38424,7336271,824295,904259,697555,601585,897

1907264,407291,71014,35318,9739,37530,0304502,430288,585343,143631,728548,282

1908290,012286,32114,67617,66512,21728,4987301,809317,635334,293651,928660,778

1909309,590271,01015,24919,9219,63021,0103631,419334,833313,360648,193669,126

1910272,954248,36814,25619,3857,29621,9896391,359295,144291,102586,246608,504

1911312,460247,18016,55519,3317,62123,5197041,316337,340、291,345628・685628・442

1912269,362229,90914,712'19,5288,51422,5739251,002293,513273・013566,526584・858

1913330,273301,95416,92625,16113,98926,6261,2721,483362,460355,224717,684635,473

1914257,909305,53113,22030,8996,75928,2321,0921,514278,980366・176645・156634,204

1915294,633289,02315,05031,7678,02628,9016331,807318,342351・499669・841684,518

1916323,634243,87617,70433,2914,81425,1835281,853346,680304,204650,884698,179

1917319,357269,00818,07036,3335,69925,7004832,083343,609333,125676,734647・813

1918313,283245,60616,64336,6497,29226,7054731,857337,692310,817648,509670,817

1919311,044278,91617,50041,2168,23029,6415412,167337,314351,940689,254648,130

1920304,462268,72718,72947,4148,82927,6425911,533332・612345,317677・928684,552

1921321,260279,73122,10339,4087,59525,1844051,038351・363345・360696・723696,680

19221,0430351,450296,71220,96159,2799,30922,244246632383,009378,867761,876728,369

19235,084488335,387243,93617,47650,9256,04921,189167667364・163317・206681・369743・031

192432,25417,345355,828309,46219,25173,69810,23032,1873161,198417,879433・889851・768735,085

1925124,90517,045294,567304,29416,538107,24010,71028,1782751,269446,996458,025905,021880,885

1926168,63018,285206,418321,90514,58896,94210,17029,1352281・303400・035467・571867,605858・059

1927138,43641,901288,082325,97118,299111,72013,41730,0973021・372458・536511・061969,597926・107

1928177,95554,291239,582293,27520,102129,03013,30627,284355993451・301504,872956・173962・362

1929130,87154,364251,227311,82416,745114,0673,16828,00591831402・102509・091911・193906・974

1930155,953102,334300,987306,05418,596102,84515,05434,1872501・029490,841546・4501・037・291999・932

1931182,03990,915293,010311,97319,394103,40817,05133,7773081・031511,801541・1031,052・9051,058,251

。1932270,109150,705280,617339,36324,625137,43320,27935,8961,0391,652596,669665・0491・261・7191・137・773

印1933316,047173,888207,684297,68517,328123,70715,85526,4277181,176557,633622,8831,180,5161,222,682

山1934396,250-216,688208,022281,45818,080114,55016,85831,817649931639,859645,4431,285,3021,262,743

お」1935407,184235,744168,543281,78115,457130,97622,57826,5817271,017614,489676,1001,290,5891,259,933

9

唇 出 典:台 湾 総 督 府 殖 産 局 編 『台 湾 米 穀 要 覧 』(昭 和11年 版),pp.8-11

日・ 原 表 の 単 位 は 石 。 『台 湾 米 穀 要 覧 』p.86に 従 い 、 以 下 の 基 準 で ト ン に 換 算 し た 。
Q蓬 莱 米(玄 米)1石

二238斤 二143kg在 来 米(玄 米)1石=233斤 二140kg-、
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認 表2台 湾米国の作付面積 単位

、甲(、 甲は 、一 クタール弱)1膠

年 次 水 稲 内 数 陸 稲 合 計 臼.

.蓬 莱 米 在 来 ウ ル チ 米 モ チ 米 丸 嬬 米 ウ ル チ 米 モ チ 米 ξ

1期2期1期2期1期2期 一 期 作1期2期1期2期1期2期 総 合 計

1900142,838150,51411,48010,06111,48010,4338,7406611,026165,412170,341335,753

1901156,022147,61813,33813,12113,33813,30117,5571,2792,083183,940180,379364 ,319

1902146,138159,52212,10011,88912,1008,79715,0111 ,0101,221168,045187,643355,688

1903165,968179,72612,56710,83912,56718,16717,3539471,547197,649209,465407,114

1904174,729200,09612,81512,40112,81515,65429,1949342,806204,132244 ,497448,629　
1905188,491204,65911,86712,22511,86715,80625,6078591,794217,023244,285461,308

1906
-195,503206,61611,82314,26511,82313,44728,3966772,086221,450251,363472,813

1907197,691216,13512,18415,06712,18413,03429,2646252,274223,534262
,740486,274

1908 、204,653216,88012,08715,15312,087、15,82625,9179552,336233,521260,286493,807

1909207,022220,74211,86918,12611,86911,63522,2484561,711230,982262,827493,809

1910196,529209,54112,42418,70312,4249,84821,1946851
,502219,486250,940470,426

1911202,180218,61312,54718,77712,5479,23529,7926801,804224,642268,986493,628

1912201,'474218,66712,40319,00312,4039,58832,4028271,764224,292271,836畠496,128

1913204,626224,03212,35821,04512,35813,42431,3201,0351,803231,443278,200509,643

1914205,664223,70812,19524,22212,19512,38733,9161,0941,989231,340283,835515,175

1915207,162215,85212,22126,68412,22110,58131,1457091,965230,673275,646506,319

1916201,132203,26612,68829,94012,6887,57529,0216282
,055222,023264,282486,305

1917195,729203,98113,00329,09913,0038,06327,8636552,249217,450263,192480,642

1918196,535215,82812,20830,52312,2089,92830,2465972,469219,268279
,066498,334

1919207,367211,51113,30933,11513,30910,53533,2156642,915231,875280,756512,631

1920204,529212,92214,01439,11714,01410,26932,2777311,822零29,543286,138515,681

1921203,065217,69614,53436,47714,5349,08828,0374901,404227,177283
,614510,791

1922427209,948216,89414,21046,82214,21010,58526,5543441,312235,514291,582527,096

19232,256227208,284215,27613,17446,89113,1747,89328,2002811,096231,888291,690523,578

192414,17810,900204,233210,83913,09053,83313,09010,01129,4223491 ,077241,861306,071547,932

192558,79912,028168,572201,17410,90074,1481Q,90010,62430,0693291,275249,224318,694567,918

1926111,80611,463125,020210,57710,31974,2974,80610,51829,2142581,290257,921326,841584,762

192778,85423,710163,380207,50112,15076,7465,64611,85327,3402771,343266,514336,640603,154

1928101,75832,462142,846190,22613,74285,8327,03710,84824,072334938269,528333,530603,058

192973,60728,703150,210208,05411,79680,2176,9214,38327,570111915240,107345,459585,566

目193080,36054,877169,920200,43412,24774,5046,65612,56327,418227894275,317358,127633,444

∵193192,51254,936164,658206,12612,42282,5016,09913,02626,015243941282,861370,519653,380

巨三1932119,238.74,704143,457203,04414,52987,5298,16914,31526,2286051,279292,144392,784684,928

91933151,24186,188118,058195,81211,48888,3146,36613,99029,5595451,229295,322401,102696,424

91934162,766106,761108,751176,234fO,19779,0735,39315,10027,224608950297,475390,242687,717
　
づ1935186,939118,04692,113170,8479,22680,2275,39317,00623,792529950305,813393,862699 ,675岩'

目 出 典:台 湾 総 督 府 殖 産 局 編 『台 湾 米 穀 要 覧 』(昭 和11年 版),pp.3-5
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表3台 湾米穀の1甲 あた り収穫量(玄 米)冒
ド ロ

単 位:ト ン 話年 次 水 稲
・ 陸 稲 暴

蓬 莱 米 在 来 ウ ル チ 米 モ チ 米 ウ ル チ 米 モ チ 米 片

1期2期1期2期1期2期1期2期1期2期 く

19000.990 ,980.87'0.900.650.550.680.48

19011.671.021.290 .77 、0.820.230.880,19

19021.441 .071.080.900.770 .430.580.40

19031、521.251.291.101 .191.001.230,96

19041.601,291.251 .181.24'O.961,200.77

19051.521 .201.341.110.971 .121.361.23

19061.391.061.190.990 .770.870.930.87

19071.341.351。181 .260.721.030.721.07

19081.421 .321.211.170.771.100.760.77

19091,501.231.281.100 .830.940.800.83

19101.391.191 .151.040.741.040.930 .90

19111.551 .131.321,030。830.791.030.73

19121.341.051.191。030 .890.701.120.57

19131.611.351 ,371.201.040.851.230.82

19141.251.371.081.280.550 .831.000.76

1915
.1。421.341.231.190.760.930.890.92

19161.611.201 .401.110.640.870.840.90

19171.631.321.391.250 .710.920.740.93

19181.591.141.361 ,200.730.880.790.75

19191.501 .321.311.240.780 .890.810.74

19201.491.261.34
.1.210.860.860.810.84

19211.581.281.521 .080.840.900.830.74

19222.441.671.371.481.270.880 ,840.720.48

19232.252.151.611.13、1,331.090 .770.750.590.61

19242,271.591.741.471.471 .371.021,090.901.11

19252.121.421.751.511.521.451.010.940 .841.00

19261.511.601.651.531,411.300.971 .000.881,01

19271.761.771.761.571.511 .461.131.101.091.02

1928L751.671.681 .541.461.501.231.131.061.06

19291.781.891.67囑1.501.421.420.721 .020.820.91

1930L941.861.771.531.521 .381.201.251.101.15

目19311.971。651.781.511.561。251.311.301 .271.10

:.19322・272・021・961・671.691.571.421.371.721.29

お・19332.092.021.76、1.521.511.40L130,891.320.96

gl9342.432.031.911.601.771.451.121.171.070.98

唇19352.182.001,831.651.681.63・1.331.121.371.07
:」'

ド 　

Q(表1)と(表2)か ら作 成
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2.移 入 米 ・輸 出 入 米 の 役 割

前 節 の 島 内 生 産 に 続 い て 、 台 湾 島 外 と の 米 穀 流 動 を 見 み よ う 。 ま ず は(表4)、 対 日 移 出 お よ

び 外 国 へ の 輸 出 に つ い て 。 拙 稿 「日 本 植 民 地 時 代 初 期 台 湾 に お け る 米 穀 業 一1900年 代 の 台 湾 中

部 を 中 心 に し て 」7で 論 じ た よ う に 、 台 湾 は 清 代 以 来 、 日 本 植 民 地 化 後 ま で 対 岸 中 国 向 け の 米 穀

輸 出 を 続 け て い た 。 植 民 地 化 に よ っ て 日 本 と の 航 路 が 開 設 さ れ た 後 、 対 日 移 出 が 収 益 上 有 利 で あ

る と 見 込 ま れ る よ う に な っ た 。 ま た 台 湾 の 金 本 位 制 採 用 に よ り 、 銀 本 位 制 を 続 け る 中 国 と の 貿 易

が 為 替 変 動 に よ っ て 不 利 と な り 、1900年 代 中 盤 に 対 日 移 出 へ 向 き が 変 わ っ た の で あ る 。1910年 代

以 降 に な る と 対 日 移 出 が 圧 倒 的 と な り 、 外 国 輸 出 は 移 出 の1%以 下 へ と 減 少 す る 。 し か し な が ら 、

表4台 湾 米 穀 の 輸 移 出 と 輸 移 入 ・

単 位:ト ン

年 輸 出 移 出 輸 入 移 入

189623230。70.0913.3

189744288.80.01799。8

189844978.80.02168.3

189924073.70.Ol265.7

190045602.81372,71372.722764

190123899.914121.914121911324

190237969.022393.722393719158

190315299.968212.06821208546

190432129.957294.05729402,5364

190511785.688713.28871325936

19064666.5112751.1112751.1278,6

19072518.983745.483745.4159.9

19087466.3152637.5152637.5419.1

19092740.0148724.3148724.3137.3

19102240。2102637.7102637.712L4

1911485.192868.392868.327.4

191221.291478.291478.23.4

191310.3159257.6159257.61.4

1914217.684726.184726111.6

19153,918.6120322.61203226249.5

191616,453.193617.79361771,176.0

19172,612.1112923。81129238340.0

19181.9153482.ll5348210.4

19190.7165885.916588590.2

1920557.299782.699782.653.5

19214177149175.9149175.9'46.9

19224,31021009108100910.8454.6

192366211746289174628.978.2

192421502575414257541.4274

19252003335325333532544

19263833407285340728588

19271,038.3406323140632311240

192820.83284706328470641

19291963163341316334139

19301152971524297152421

1931783953804395380410

1932370554578605457860591

1933433154344725434472483

19347306726475472647541096

1935192461453136145313354

出 典:台 湾 総 督 府 財 務 局 税 務 課 編 『台 湾 貿 易 四 十 年 表 』(1936年9月),pp.77-79,184-186,491-493,569

重 量 は 原 表 の 数 値 の 澹(ピ ク ル)や 斤 や 袋 を 単 純 にkgに 換 算 し て 合 計 した も の
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外国 輸 出はそ のま ま消滅 したわ けでは ない。 第 一次 世界大 戦期 の1915年 か ら17年 にか けて急増 し、

特 に1916年 に は対 日移 出に は及 ば ない ものの1900年 代 中盤 の水準 まで 回復 した。 また 、1922年 や

1927年 の よ うに増加 した年 もあ った。

続 いて 、台湾 への米 穀輸 移入 を見 てみ よ う。 米穀業 は糖業 と ともに 、対 日農 作物 の2大 主力 で

あ ったた め、外 国か ら米穀 の輸入 が あ った こ とは見落 と しやす い。 ま して 、 日本 か ら米穀 を移入

して いた とは想 像 し辛 い。 しか しな が ら、(表4)に 示 す よ うに米穀 輸入 ・米穀移 入 とも、米穀

移 出 に比べれ ば少 な い ものの存在 して い た。

米 穀輸 入 と米 穀移 入 の動 きは 、対 照 的 で あ る。 米穀 輸 入 量 は年 に よ って変 動 が 激 しい。(表

4)で 見比べ る と、1910年 代 にお いて は1915・16年 の よ うに米 穀輸 出が 多い年 は米穀 輸入 が少 な

く、そ の前後 の1912・13年 お よび1918・19年 の よ うに米穀 輸入 が多 い年 は米穀輸 出 が少 ない とい

う、反対 の動 きを示 してい る。 一 方、1920年 代 は1927年 の よ うに米穀 輸入 と米穀 輸 出が ともに増

加す る年 もあるが 、概 して輸入 と輸 出 の問は 直接 の関係 がな さそ うであ る。1934年 以 降 は、 日本

が外 国 か らの 米穀輸 入 をや め る政策 を とった 関係 で、台湾 にお いて もほ ぼゼ ロ とな って い る。

一 方
、米穀移 入 量は 、米穀輸 入 量 と比 べれ ば比較 的安 定 した動 きを見せ る。1907年 が大幅 増加 、

1919・20年 が 日本 の米騒 動 を受 けて大幅減 少 にな った以外 は、1900・10年 代 は、徐 々に増加 して

行 く傾 向で あ る。 この移入 米穀 の需要 者 は 台湾人 で な く、在 台 日本 人で あ った8。 増加 は 、彼 ら

の人 口増加 を反 映 してい るのだ ろ う。1920年 代 に入 る と、1922年 、1925年 と激増 した後 、減 少 し

て行 く。(表1)(表2)を 見 る と、1922年 は蓬 莱米 が統計 に出現 す る年で あ り、1925年 は激 増す

る途 上の年 で あ る。 この 時の米 穀移 入 は、食用 と してで はな く、蓬莱 米 と して生 産販 売す るた め

の種籾 を求 め ての ものだ った可 能性 が 高い。1920年 代 後 半に入 る と米穀 移入 量 は減 って い る。 た

だ しゼ ロには な っていな い。

今 まで述 べ た、 島内生産 量 ・対 日移 出量 ・外 国輸 出量 ・移 入 量 ・輸 出量 を総合 し、 も しあれ ば

前年 度 か らの持 ち越 し量お よび翌年 度 へ の繰 り越 し量 を加 え る と9、 島 内消 費量 を 求 め るこ とが

で き る。 これ に よ り、台湾 島内で の米穀需 給状 況が わか る。 また、 島内消 費量 がわか れ ば、島 内

人 口を も とに 、島民1人 あた りの米 穀 消費量 がわか る。 幸 い、 台湾総督 府殖 産 局編 『台湾 の米』

(大正15年 版)が1912年 か ら1924年 まで につ いて 、同局 編 『台湾 米穀 要 覧』(昭 和9年 版)が1925

年 か ら1933年 につ いて、 その需 給状 況お よび 島内人 口を表 で示 して い る。 それ を繋 げ さ らに 『台

湾 米穀 要 覧』(昭 和11年 版)か ら1934年 ・1935年 を補 って、1912年 か ら1935年 まで の需 給状 況 を

示 した ものが(表5)で あ る10。 同表 に よ る計 算上 の 島内消 費量 は、 収穫 量 と輸移 入量(も しあ

れ ば 、前年 度 か らの持 ち越 し量)の 和 であ る供 給合 計か ら、輸移 出 量(も しあれ ば 、翌年度 へ の

繰 り越 し量 も)を 差 し引 いた もの であ る。1910年 代 が50万 トン台で 、1920年 代 に60万 トン台 を推

移 してい る。 年 に よって 変動 はあ り、特 に1934・35年 は米 穀輸入 が な くなった た めか落 ち込ん で

い る ものの 、全 体 と して微増 傾 向 に ある と言 うべ きだ ろ う。 島 内人 口は 、(表5)で 見 え る通 り

微 増 を続 け てい るの で、 島民1人 あた りの米 穀 消費 量 も、1916・22・24年 な ど特 定年 と最 後 の

1934・35年 を除 き、ほ ぼ同 じ水 準 に留 ま って い る。 島 内消費 量は全 体 として安 定 してい た。
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ω 表5台湾の米穀需給 臼.
①<

供給高 需要高 霞
の

剛 年 度 よ り の 翌 年 度 へ 島 民1人 当 片

米 穀 年 度 持 越 高 収 穫 高 輸 入 高 移 入 高 ・ 供 給 合 計 輸 出 高 移 出 高 島 内 消 費 高 繰 越 高 消 費 島 内 人 口 く

1912584,85817,650602,50893,227509,2810.1523,353,943

1913635,47329,373664,846163,434539,2220 .1583,418,270

1914634,20410,355644,55986,724557,8350.1613,468,719

1915684,5189,071693凶589113,671579,9170.1663,483,266

1916698,17911,306709,486111,452598,0340.1703,510,110

1917647,81316,776664,589117,516547,0730.1543,560,050

1918670,81749,734720,551156,608563,9430.1573,583,395

1919648,13053,586701,716169,391532,3250.1473,630,385

1920684,55225,592710,144102,057608,0870.1663,673,290

1921696,638＼18,031714,669148,034568,0490.151S,751,217

1922728,34740,700769,047107,519661,528'
.0.1733,821,528

1923743,3449,213752,557179,095577,7750.1483,891,921

1924734,39817,402751,801264,302487,4990 .1233,956,706

1925877,90111,401103,090992,3920347,681644,7110。1623,992,000

1926854,16461,2224,362919,7480305,237614,5110.1504,093,000

1927929,119123,4522,7741,055,344141364,087691,ll60.1654,187,000

1928957,75041,0513,8351,002,636417311,107691,ll20.1614,284,000

1929903,09088,2751,766993,1318322,620670,5020.1524,401,000

1930995,52012,4771,1031,009,0992310,443698,6540.1544,530,000

19311,052,2859111,1021,054,2988364,223690,0680.1494,634,000

193284,0001,130,19923,24912,6531,250,10021467,369654,614128,0960.1384,757,000

1933128,0961,213,3106,7021,0421,349,149675576,556669,535102,3820.1374,883,000

1934102,3821,250,782301,0761,354,271794706,313597,83649,3260.ll95,015,000

193549,3261,246,845-9991,297,170195628,799588,20079,9760.1145,148,000

z'出 典:1912-24年 、 台 湾 総 督 府 殖 産 局 編 『台 湾 の 米 』(大 正15年 版),pp.138-139　
∵1925-33年 、 同 上 編 『台 湾 米 穀 要 覧 』(昭 和9年 版),pp.36-37

巨1934-35年 、 同 上 編 『台 湾 米 穀 要 覧 』(昭 和11年 版),pp.54-55
の

g単 位:ト ン(た だ し人 口 は人)原 表 の 単 位 は 石 。 トン へ の 換 算 は 表(1)の 在 来 米 に従 っ た 。

唇 注釈1924年 ま で 、輸 入 高 に は移 入 高 を 、 輸 出 高 に は 移 出 高 を 含 む 。

岩'収 穫 高 は 前 年 度2期 とそ の 年 度1期 の 合 計 。
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さて、島内消費量が安定的に推移す るな らば、収穫量の増減は、気候上不利な翌年度繰 り越 し

用に回 らない限 り、島外流通量の増減 となるはずである。収穫量は自然相手である以上、年によ

って変動がある。 しか しながら日本への移出米は、在来米であっても島内よりは高価に売れ るの

で、不作であっても移出量は確保 されている。 日本の農家が行った ように、輸入米を農家が 自家

食用米 として購入 したことを推測できよ う。食用米 として安価な米穀を購入 し、手持ちの米穀全

量を高価に販売することができれば、手持 ちの米穀の一部を食用 とす るよ りも多 くの利潤 を獲得

できる。

1910年 代末、日本の米騒動時期にお ける台湾米穀の動 きも、この輸入 と移出の流れで理解でき

る11。最初に、 日本市場の米価騰貴で、台湾米穀を多量に移 出する動きが起った。そ こで総督府

は 「島内消費ノ不足 ト価格 ノ暴騰力在住民ノ生活 ヲ脅威スヘキ危険」があるとして、1919年1月

に台湾米穀移出取締令が出 し、移出を禁止 した。6月 に1期 の豊作が確実視 され るようになって

か ら、総督府は方針 を改め移出許可を出 した。 この移出許可には単なる移出許可でなく、米穀を

輸入 した商人に対 し、輸入高に相当する台湾米穀の移出許可が出 したものである12。

1920年 代 中盤 になると、蓬莱米の登場により、この関係が変わっている。収穫量の増加 にもか

かわらず、輸入量も増加 している。1927年 は収穫量増加 にもかかわ らず輸入量 もほぼ倍増 した。

この輸入量増加には総督府の政策的配慮もある。1927年3月 に 「外米輸入関税免除」が行われた

のである13。蓬莱米移出の大幅増加 を狙って、農家に食用米を供給するため、 とられた もの と考

えるべ きであろ う。 しか しなが ら、移出量は1920年 代後半に伸び悩んだ。 また、輸入量は増えた

ままだ ったため、島内消費量が増えた。すると逆に翌1928年 以降、 しば しば 「外米輸入制限」が

行われ るよ うになった14。

Ⅱ.米 穀改良事業

1.米 穀改良事業の時期 と内容

前章で台湾米穀 の動きを見てきた。本章は、台湾米穀 、特に台湾人の主食であった在来米に対

しての台湾総督府の政策を解明 したい。

総督府 は在来米 について、 どのよ うな手を加えていったのだろ うか。米穀改良と呼ばれた総督

府の米穀への働 きかけについて、『台湾之米』(大 正4年 版)は 、 目次p.3で 以下のよ うに紹介 し

ている。収量の増加 と品質の向上が事業の基本であった。

第九章 米穀改良ノ施設 六二頁

(一)産 額 ノ増進1六 二

(イ)水 利 六二

(ロ)施 肥及耕作方法改良 六三

(ハ)土 地改良、施肥奨励、病害蟲 駆除予防 六三

(二)品 質ノ向上 六五
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(イ)種 類 ノ改良 六五

(ロ)乾 燥及調製 ノ改良 七十

(ハ)検 査 ノ施行 七二

この中でもっとも頁を割かれているのが、「種類 ノ改良」である(5頁 半)。

「種類ノ改良」として総督府が採用 したのは、品種の選抜である。植民地初期の台湾米穀は、

品種が非常に多かった。例えば最初の本格的な報告である 『台湾重要農作物調査 第一編 普通

作物』(台 湾総督府農事試験場編,1906年3月)は 水稲379種 ・陸稲24種 の合計403種 を挙げてい

る(p.60)。 その後 も調査 が進むに従って分類 が精密 にな り、台湾総督府殖産局編 『台湾之米』

(昭和13年 版)に 至っては、1期447種 ・中間182種 ・2期736種 の合計1365種 とい う多数 を挙げ

てい る(p6)。 また同 じ品種で呼ばれている中にも、詳細 に見れば雑種が混ざっていた。 この

多数の品種の中から好評の品種を選び、 さらにその中でも収穫量の多いものを選び出 し、そ うで

ないものを淘汰す る作業である。 この作業は、1907年 より台湾南部で開始 された。

この選抜作業 とともに、農民へ選抜 した品種を普及 させる作業 も行われた。その方法について、

『台湾之米』(大 正15年 版)は 以下の ように説明 している。長 くなるが引用すると、以下の通 り

である。

「第一年に於ては改良小区域別に、農家各戸に就いて其の旧来栽培せ る水陸稲品種名、主要特

性、播種量及作付 甲数等を調査 し、篤農及技術者等の協定を以て、在来品種 中よ り優 良豊産の

品種を選択 し、凡そ三品種以内に限定 し、更に各農家か該限定品種 に対する希望数量を調査 し、

此の数量に応 じて採種 田を選定 し、生育中常に異品種 を除去 し、更に収穫時に抜穂法又は穂選

法に依て種籾 を取 り、之を農会で買収 し原種 として貯蔵するのである。

第二年は蕃殖 田担 当人を定め原種 を無償で交付 し、之を一本植又は普通植 として第一回蕃殖を

行ひ、生育中相当の淘汰 を加へ、収穫後穂選法を講 じて之を精選 し、第二回の蕃殖 田担当人に、

二割 の増歩を以て其の収穫精選 した種籾と交換す る。

第三年は第二回蕃殖 田担 当人をして、普通植で第二回蕃殖を行はせ、同時に更に各農家の希望

数量を再調 して前回調査数量を訂正 し、此の数量に応 じて種籾を採取す る。

第四年は改良区域内各農家に対 して、改良種籾の徹底的交換配布 を行ふものであつて、各農家

は現物又は価格に依 り、二割 の増歩を以て改良種籾を交換 し、尚浸種、播種及挿秩 に至 る迄農

会職員 をして、指導監督 の任 に当らしめ以て事業の徹底を期 したのである」(pp.141-142)

この説明でわか る通 り、普及作業は4年 を一区切 りとして行われていた。普及作業は、1910年

か ら1913年 に掛 けて本格的に開始 され、最初の作業(第1次 米種改良作業)に て、1期181種 ・中

間85種 ・2期219種 の合計485種 とな り、880種 を淘汰 した15。続 く4年 で第2次 米種改良作業が

行われ、『台湾の米』(大 正15年 版)の 刊行時点で、第4次 または第5次 の作業が進行中であった16。

「種類 ノ改良」以外に総督府が取 り組 んだ ことについて、記 してお こう。 「水利」は、1年1

期作の田に2期 作 も可能 とす るよ う、用水路を建設 し灌概 を行 うものである。 「施肥及耕作方法

改良」は、肥料投入量の少ない台湾の稲作に対 し、肥料投入 を奨励す るものである。特にそれま
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で全 く肥料 を投入 しなかった第2期 作に対 して も肥料投入を勧 めている。肥料 としては購入肥料

以外 に緑肥を勧めている。耕作方法改良としては、深耕 を勧 めている。 「土地改良、施肥奨励 、

病害轟駆除予防」の うち土地改良は、排水設備の建設である。施肥奨励は上記の通 り。病害蟲駆

除予防は文字通 り、害虫駆除、病害予防であって、害虫やその幼虫 ・サナギを懸賞付 きで集 めた

りした。 「乾燥及調製ノ改良」は、湿度が高 く収穫時に降雨量の多い台湾で十分に籾を乾燥 させ

るため、 日光乾燥に代えて機械 による乾燥 を採用すべ きことを指摘 した。十分な乾燥は徽や虫害

の防除に繋がる。 「検査 ノ施行」は、変質や虫害にあった米穀 を輸移出前に排除することである。

このよ うな、「種類 ノ改良」を中心 とする総督府 の米穀への働 きかけは、大正年間を通 じて続

いていた。『台湾の米』(大 正15年 版)で も、東部台湾にお ける二期作奨励、病害虫駆除、施肥の

奨励、緑肥奨励、密植奨励、稗抜奨励、共同苗代奨励 などを行いなが らも、 「主体は米種改良事

業」であると明言 している(p.139)。

2,在 来米改良の特徴

このような大正時代の在来米穀改良には、 どのような特徴があっただろうか。最初の特徴 とし

て、金額を見てみよ う。除照彦 が、『日本帝国主義下の台湾』(東 大出版会,1975年)p.81(表

15)で 、1934年 までの総督府 の米穀関係への資金投入状況を整理 している。引用す ると以下の通

りである(単 位は円)。

徐がp.80で 触れていることであるが、総督府の米穀関連予算の大半は、水利事業に投 じられて

いる。前節で米穀への働きかけの主体であった 「種類 ノ改良」は在来米の改良として表中にある

が、金額的には、灌概排水奨励の1%余 りに過 ぎない。

は じめにで触れたよ うに、1920年 代以降いわゆる米糖相剋 とい う現象が台湾で生 じていたこと

は知 られている。台湾での米穀栽培が発達、特に蓬莱米開発により日本市場への移出が増大す る

とともに、米穀の方が高利潤 としてサ トウキビをや めて米穀栽培へ と移 る農民が増加 し、製糖会

社が十分 な原料を確保す ることが困難になった。 よって製糖会社は十分な原料を確保す るために、

米穀価格 を参考にサ トウキビの買収価格 を引き上げた とい うものである。原料買収価格の引き上

げが、企業経営に悪影響を及ぼす ことは言 うまでもない。
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この米糖相剋以前の1910年 代において、製糖会社や総督府の糖業部門は、米穀関係部門への資

金配分へ どのよ うに対応 したか、また総督府の内部において、糖業 と米穀業の関係をどう考慮 し

ていたのかを本論では解明できない。 しか しなが ら、水利事業によって灌概可能な農地を増やす

ことは、稲作だけに有益なものでなく、サ トウキビ栽培にも有益である。当初は糖業を中心に展

開 していた台湾総督府の農業政策 とも大 きな矛盾 は生 じない。 したがって、水利が中心になった

ことは理解 しやすい。

資金以外の特徴 は、品種の 日本(内 地)志 向であろ う。蓬莱米が 日本向けに開発 されたことは

言 うまで もないが、在来米の改良も日本志向であった。『台湾之米』(大 正4年 版)は 、上記 「品

質ノ改良」の文中の末尾近 くで、次のようなことを述べている。

「米種改良事業ハ赤米及異品種 ヲ除却シ品種ノ純潔 ヲ増進シ品種 ヲ減定シテ混淆 ヲ防御スル ノ

ミナラス減定二臨 ミテ成ルヘ ク粒形 ノ内地米二近似 セルモ ノヲ選択スル ノ方針 ヲ取 リタ リ」

(P.69)

つま り、単純に優良かつ多収穫 を期待できる品種を選んだのでな く、その中で もインディカ系で

ありなが ら、ジャポニカ系 日本(内 地)米 に近い粒形の ものを選んだと記 しているのである。理

由はその記述の後に、

「減定二当リ成ル可ク内地米二近似セル粒形 ヲ選択 シ以テ内地二於ケル需要二応セ ン トセ リ曾

テ米種改良ノ元阿猴庁二於テ完成セルニ当リー時内地二於テ阿 コウ米 ノ声価頻 リニ発揚シ其ノ

需要二急ナル コ トア リタルハ即チ粒形ノ内地米二近似 シタル純潔 ノ商品ヲ産出シタル為ナ リト

ス」(P。69)

とある通 りである。 この方針は大正時代を通 じて維持 された。『台湾の米穀』(昭 和13年 版)に お

いても、大正時代の方針 として、

「一、耕地 を小区域に分割 して改良区域を定め、其の区域内に於 ける在来品種 中優 良豊産に し

て粒形内地米 に近似せ る品種を選択 して当該 区域内の栽培品種を限定す。」(p.7)

であったと記 していた。 この方針 は反面、輸出用米穀には不適切であったかも知れない。前掲

『台湾米穀経済論』は、輸出用米穀に とって改良でな く改悪であるとい う抗議がな されたことを

報告 している(p.14)。 が、『台湾の米』をはじめ総督府側の記述には、輸出先の反応 については

触れていない。 この改 良だけが原 因ではなか ろ うが、米種改良事業が始 まった1910年 代以降、

1916・22年 を除いて輸 出量は多くなかった。ただ し、移出用 として より高値 で売れること、増産

につなが ること、また手持 ち種籾 と2割増で交換 してもらえることなどによって、「改良」 された

品種は、1910年 代台湾農村へ と浸透 して行 った。

最後 に在来米穀改良 と、例えば蓬莱米の開発 との違い として、在来 ウルチ米の品種改良は選択

段階に留まっていたことがある。蓬莱米については交配による新品種形成が行われた。例えば、

蓬莱米の代表品種である 「台中65号 」は 「神力」 と 「亀治」の交配である17。

一方
、在来米穀改良は蓬莱米開発成功によって、ウルチ米についてはほぼ中止 され、モチ米の

み継続 された18。ウルチ米は改良中止 された時点で も、清代以来の品種 を選抜 して行 く過程にあ
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った。 そのため、 日本植民地時代末期 においても、清代以来の品種の生産が続いた19。モチ米の

方は 日本植民地時代末期 には在来品種か ら 「台中糯46号 」など新品種に置 き換わっている2°。在

来 ウルチ米は、蓬莱米の栽培方法の影響 を受けてか収穫量は増えているものの、品種改良的には

見捨てられた存在 となった。

おわ りに代えて

台湾米穀の生産 と流通は、ジャポニカ系蓬莱米の生産 と移 出だけを見ていたのではわからない。

島内の米穀需要に着 目し、清代以来、台湾人の主食 となっていたインデ ィカ系在来 ウルチ米に焦

点 を当てて見 ると、幾つか違った姿が見えて くる。

島内生産量について見れば、蓬莱米やモチ米の生産面積増加 によって、在来ウルチ米は面積を

減 らしたものの、生産量は維持傾向にあった。蓬莱米や2期 モチ米は対 日移出を主な 目的 として

生産 された。 それに対 し在来 ウルチ米は、蓬莱米の生産が軌道 に乗 る前 も後 も対 日移出に使われ

ていたが、それ よりも台湾人の主食 としての役割が大きかった。そのため島内需要は堅調で、'対

日移出には重要視 されな くなっても、 日本植民地時代において生産量は落ち込まなかった。

食用米 としての在来ウルチ米の役割については、輸入米穀の役割を考えあわせ るとさらに興味

深い。台湾の人 口や主食の嗜好に大変動がない以上、島内需要量は余 り変動 しない し、また島民

1人 当た りの需要量も変動は少ない。 生産量減少や、 日本へ大量移出をす る動きがある場合は、

輸入米が増加 して島内消費量を補 う動きが起 こっていた。1910年 代末、米騒動によって 日本の米

穀価格が高騰 した時は、在来 ウルチ米を 日本へ販売すべ く、中国か ら米穀輸入が増加 した。また

1927年 に台湾人の主食ではない蓬莱米の移出量を増加 させ よ うとい う動きにも、生産量の増加だ

けでなく、輸入量の増加によって台湾人の主食を賄 う動きが伴った。

しか しなが ら、このよ うな島内需要に支 えられていたにもかかわ らず、在来 ウルチ米 について、

台湾総督府 の方針には問題があった。1900年 代末か ら1910年 代において総督府は、増産 と品質向

上を 目的として在来ウルチ米に対 し、幾つかの対策を講 じていた。その中には、米穀の 「改良」

事業による種籾交換のよ うに全島的かつ15年 以上に及ぶ継続的事業 もあった。その意味で総督府

の農業部門は在来 ウルチ米に対 し、手を加 えなかったわけでは決 してない。 とはいえ、農業部門

に投 じられた資金 としては例 えば水利 などと比べて僅かであった。 「改良」 内容 も増産は ともか

く、インデ ィカ系であ りなが ら、ジャポニカ系 日本米に近い粒形のものをことさら選んでいるな

ど、島内需要を前提 とした改良になっていなかった。また、蓬莱米開発 に成功す ると、総督府は

在来 ウルチ米を品種改良の対象と しては見捨てている。

最後にこのよ うな、島内需要 よりも 日本の需要に注 目していた総督府の米穀政策が、1930年 代

に どうなったかを展望 したい。 日本で米余 りになった1930年 代、総督府は(米 穀の長期貯蔵を行

わないかわ りの)転 作や生産制限を行 った。 しか しなが ら、島内消費量の拡大 とか、 日本以外へ

の輸出(に よって、米穀のだぶつきを緩和す る)と い う政策は選択 しなかった。 もちろん、イン

デ ィカ系稲の品種開発は選択 されなかった。1930年 に台湾総督府主催 で開催 した臨時産業調査会
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にお いて21、 米穀 は 「産 米改 良増殖 」 と 「品種 の改 良」 とい う従 来の政 策 を踏襲 した答 申に と ど

ま った。 同 じ答 申にお いて、バ ナ ナは輸 出奨励 を うたい 、豚 も将 来 の輸 出 のた めに調査 され る こ

とが記 され てい るの と比 べ、米 穀政策 の 現状維 持が 目立 った。1935年 の熱帯 産業調 査会 の答 申に

お い ては 、 「有 望ナ ル輸 出 商品」 として挙 げ られ て い るのは 、砂糖 ・茶 ・バ ナ ナ ・パ イ ナ ップル

(缶詰)・ 豚 ・石 炭 ・水 産物 ・食 塩 で あ り、 米穀 は挙 げ られ て いな い22。 そ の後 も台湾 米穀 を輸

出 しよ うとい う議論 は な され なか った。 もと もと 日本 の需 要 にのみ着 目 していた 改良 であ って、

輸 出す るな ら一 か ら改 良 し直す しかな く、ま た改良 自体 も1920年 代 に放 棄 され たた め、 も う手 を

つ け るこ とが で きなか ったの だ ろ うか。歴 史 にIFは 禁物 だが 、 も し蓬莱米 を開発 で きなか った'

ら、あ るいは 開発 できて も在来 米 の改良 をや めなか った ら、台湾 の米穀 生産 は違 った 姿 を示 して

い たか も知 れ ない。 また 、台湾 米穀 が 日本 以外 へ流れ るこ とによって 、 日本や 朝鮮 の米穀 業 につ

い て も違 う状況 が見 えた か も知れ ない。

1実 際には交配によってではなく、耕作方法の変更、すなわち台湾総督府殖産局編 『台湾之米』(昭 和13

年版)p.10に 記されているように、苗代 日数を短縮 し若苗を使用することで、台湾の風土に適す ることに

成功 した。

2最 近の成果に、台湾米を中心に扱 ったものではないが、中嶋航一 「米の 日本帝国内分業 と外米依存の構

造」(『社会経済史学』第64巻6号,1999年2.月,pp.1-31)が ある。

3本 論では、対 日貿易や対朝鮮貿易など日本帝国内貿易を、植民地時代の呼称に従い、輸入 ・輸出でなく、

移出 ・移入 と呼ぶ。

4戦 後の台湾米穀 については、郭明仁 『台湾にお ける米穀流通の研究 一米肥バーター制度を中心に』

(成文堂,1979年)を 参照。

51926年 か ら、台湾総督府殖産局編 『台湾米穀要覧』などではモチ米を丸モチ米 と長モチ米に区別するよ

うになったが、 ともに在来米 とその改良種である。本論では区別 していない。

6も ちろん、農家の収益で考えれば、単に どれだけ採れたかを見るべきでなく、販売価格 と必要経費を考

慮 しなければならない。当然なが ら、 日本市場で高く売れ る蓬莱米1期 の土地生産性 は高く評価 されるべ

きであろ う。

7現 代中国学会 『現代中国』第69号,1995年7月,pp.158-166。

8前 掲 『台湾の米』(昭 和13年 版),p.47。

9台 湾は高温多湿であ り、保管技術が未発達な時代は、種籾を除き長期保管は しないのが普通であった。

もちろん長期保管がなかったわけではないが、台湾総督府 も 『台湾米穀要覧』(昭 和9年 版)p.36で 「昭

和六年以前ハ前年度 ヨリノ持越額(翌 年度へ繰越額)ハ 不明二付之 ヲ加減セズ」 と断っているあ り,さまな

ので、具体的な量は算出できない。

10(表5)の 島内生産量は、注釈にあるよ うにその年の1期 生産量 と2期生産量の合計でなく、前年2期 生産

量とその年の1期 生産量の合計である。2期 は年末に収穫 され、主 として翌年前半の食用に供せ られ る関

係で、需給状況を見 る場合は翌年分に計上するのが好都合だからである。 よって(表1)の 数字 とは違いが

ある。米穀年度 として前年11月 か ら本年10月 までを1年 とする統計もある。

11社 団法人糖業協会編 『近代日本糖業史』下巻,1997年4月,pp.137-138。

12台 湾の米穀輸入について、台湾総督府官房調査課編 『支那の時局と支那貿易の消長』(1927年12月)の

pp.174-175に 次のような記述がある。

「支那の民船(引 用者注……ジャンク)貿 易は、開港に於ても海関の管理不十分の為め、逋脱のある外、

不開港地 と台湾 との通商は、比較的 自由に行はれ、米の如 き輸出禁制品が、時々多量の輸入 を見ること
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が あ り、 其 他 の 貨物竝 に船 舶 に 関 して も、 自 ら彼 我 統 計 上 に 著 しき軒輊 の あ る こ と は 、 明 白 な 事 実 に属

す る。 例 へ ば 支 那 米 の 輸 入 は 、 大 正 八 年 内 地 米 暴騰 の 結 果 、最 高 七 十 二 万擔 六 百 五 十 万 円 に 達 し、 就 中

全 部 戎 克 に 依 つ て 温州 仕 出 が 七 割餘 を 占 め 、 其 他 諸 港 か らの 仕 出 も汽 船 に 依 る もの 少 きが 故 、 大 部 は戎

克 の 運 搬 に係 る もの で あ る。 其 後 最 近 大 正 十 四年 に も 、 台 湾 米 の 移 出激 増 の為 め 、 輸 入 を促 進 し、 十 二

万擔 百 万 円 に達 し、 温 州 の仕 出 は 又 七割 六 分 を 占 め 、 大 部 戎 克 の 輸 送 に 属 す る もの で あ る。」

13台 湾 総 督 府 『台 湾 時 報 』1927年3月 号,p.22

14『 台 湾 時 報 』1928年9月 号,p.21。 同1929年6月 号,p.19な ど。

15 .台 湾 総 督 府 殖 産 局 編 『台 湾 の 米 』(大 正15年 版),p.142。

16同 上,p.143。

17と りあ えず 、 中嶋 航 一 前 掲,p.5。

18前 掲 『台 湾 の 米 』(昭 和13年 版),pp.9-10は 、 ウル チ 米 に っ い て は 改 良 を 中 止 した も の の 、 丸 モ チ 米 の

み は 台 北 ・新 竹 ・高 雄 の3州 で な お 改 良が 実 施 され て い る と記 して い る。

19台 湾 総 督 府 米 穀 局 編 『台 湾 米 穀 要 覧 』(昭 和16年 版),pp.47-52に よ る と、1期 在 来 ウル チ 米 は 、 「白 米

粉 」 「下 脚 柳 州 」 「蟻 公 包 」 「烏 殼 清 油 」 な どが 生 産 の 上 位 を 占 め 、2期 在 来 ウル チ 米 は 、 「菁菓 占 」 「敏 党 」

「シ ヤ ム 」 な どが 生 産 の 上 位 を 占 め て い た。

20同 上,pp.53-54。 例 え ば 、 昭 和15年2期 丸 モ チ 米 の 場 合 、 総 生 産 面 積23717甲 の うち 、 台 中 儒64号 が 、

20295甲 を 占 め る。

21答 申 内 容 は 、 『台 湾 時 報 』 昭 和5年12月 号,p.11以 降 に 見 え る。

22台 湾 総 督 府 編 『熱 帯産 業 調 査 会 答 申書 』(1935年10月),pp.2-5。
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