
論説:

はじめに

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通

植村泰夫

植民地期ジャワ経済史の中で、商業流通の問題

は生産の分析と比べると研究の遅れが目立つ分野

であるO　筆者はこのところ、ジャワ社会の流通構

造をめぐっていくつかの研究を積み重ねてきた

が(1)、本論ではその一環として、中ジャワ北岸の

スマラン(Semarang)からクドゥス(Koedoes)を

経由してレンバン(RemlDang)などに至るサマラ

ン・ジョアナ蒸気軌道会社(Samarang・Joana

Stoomtram Maatschappij、以下ではS.J.S.と省

略)文書(2)を主な手がかりに、 20世紀初めから

1930年代に至る時期におけるこの地域の稲米流通

の実情の一端を述べてみたい。

第1章　S.J.S.路線の開設

1 , S.J.S.路線の概要

S.J.S.は地図に示されるように、大きく分けて

2つの路線からなる。



すなわちスマランから東に向かい、デマック

(Demak)を経由してクドクス、パティ(Pati)、

ジョアナなどを通り、レンバン理事州の州都レン

バンに至り、さらにそこからラセム(Lasem)を

経由してジャティロゴ(Djatirogo)まで向かう北

岸線と、デマックで分かれてプルウオダディ

(Poerwodadi) 、ウィロサリ(Wirosari)を経てプ

ロラ(Blora)に至る内陸線から構成される。前者

にはクドクスから分かれてプチャンガ-ン

(Petjangaan)を結ぶ支線と、ジョアナからタユ

(Tajoe)に至る支線がある。プチャンガ-ン支線

は、途中のマヨン(Majong)でウェラパン

(Welahan)を結ぶ線が枝分かれする。また後者

はプロラから2つに別れ、一方は北上してレンバ

ンとの問を結び、もう一方は南下してチェプ

(Tjepoe)に至っている。さらにプルウオダディ

から分かれる支線はグンディ(Goendih)とを結ん

表1　S.J.S.路線開業状況一覧

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

でいる。この他、これとは別にスマランからジョ

ンプラン(Djomblang)、バンジールカナ-ル

(Bandjirkanaal)を結ぶ短い路線がある。

この蒸気軌道は、 1881年3月18日付け政庁決定

第5号でスマランからジョアナまでの敷設がデイ

クマン(J.F.Dijkman)に対して、時期を限定せず

に認可されたことが建設開始のきっかけだった(3)

その後、同社に対しては次々と路線開設が認可さ

れ建設が進んだが、最も早く営業を開始したのは

スマラン・ジョンプラン間4kmで1882年12月1

日のことだった。東-向かう幹線の開通はスマラ

ン・グヌツク(Genoek)間6kmが最初で、 1883年

7月2日である。これ以降、同社は順調に路線を

延ばし、 1920年代末には総延長434kmに及んだ.

各線区の長さと開通時期は表1に示されるとおり

であるが、 20世紀に入って直ぐに幹線は概ね開通

している(4)。

開 業 時 期 区 間 k m 開 業 時 期 区 間 k m

1 8 8 2 . 1 2 . 1 S e m a r a n g ~ D j o m b la n g 4 1 8 9 4 . 4 . 1 9 H a v e n - e n P a k h u is s p o o r t e J o a n a 2

1 8 8 3 . 3 . 1 2
S e m a r a n g ~ B o e lo e 3 9 . 1 3 N g a w e n ~ B lo r a 1 5

S e m a r a n g ~ S t a t io n N .I .S . 1 1 8 9 5 . 5 . 5 M a io n g ~ P e tj a n g a a n 蝣 1 0

7 . 2

S e m a r a n g ~ K l e in e B o o m 3 1 8 9 8 . l l . 1 W ir o s a r i ~ K r a d e n a n 8

S e m a r a n g ~ G e n o e k 6 1 8 9 9 . 8 . 1 5 J o a n a ~ B o e lo e m a n i s 1 6

H a v e n - e n P a k h u i s s p o o r t e S e m a r a n g 4 l l . 4 B o e lo e ~ B a n d j ir k a n a a l 1

9 . 2 7 G e n o e k - D e m a k 1 8
1 9 0 0 . 5 . 1

J o a n a ~ L a s e in 3 4

1 8 8 4 . 3 . 1 5 D e m a k ~ K o e d o e s 2 6 B o e l o e m a n i s ~ T a jo e 9

4 . 1 9
K o e d o e s ~ P a t i 2 3 5 . 2

H a v e n - e n P a k h u i s s p o o r t e

R e m b a n g 1

P a t i ~ J o a n a 1 4 l l . 1 0 M a j o n g ~ W e la h a n . 6

l l . 2 8 P o e r w o d a d i ~ G o e n d ih 1 7 1 9 0 1 . l l . 1 B l o r a ~ T ie p o e 3 3

1 8 8 7 . 9 . 6 K o e d o e s ~ M a i o n g 1 3 1 9 0 2 . 6 . 1 5 R e m b a n g ~ B l o r a 3 7

1 8 8 8 . l l . 1 5 D e m a k ~ G o d o n g 2 1 1 9 0 3 . 2 . 1 V e r b i n d i n g s s p o o r T j e p o e 2

1 8 8 9 . 4 . 1 G o d o n g ~ P o e r w o d a d i 1 7 1 9 1 4 . 6 . 1 L a s e m - P a m o t a n 1 0

1 0 . 1 P o e r w o d a d i ~ W i r o s a r i 2 2 1 9 1 9 . 2 . 2 0 P a m o t a n ~ D j a t i r o g o 2 4

1 8 9 3 . 9 . 1 6 W i∫o s a r i~ K o e n d o e r a n
1 8 1 9 2 3 . l l . 1

S e m a r a n g G o e d e r e n s t a t io n ~

P r a u w e n h a v e n
lI

1 8 9 4 . 3 . 2 2 K o e n d o e r a n ~ N g a w e n

出所: Reitsma 1928:121-122
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2,他社線との連絡

これらの路線はスマラン理事州東部からレンバ

ン理事州西部にかけての要地を結ぶものであるが、

その輸送上の意義はそれだけに留まらない。

S.J.S.線は何カ所かで他社線と繋がっており、後

述するようにそれらとの間で通し輸送が実施され

ていた。いま、その繋がりを挙げると次のように

なる。

先ずスマランと酉のチェリボンとを結ぶスマラ

表2　S.J.S.とs.c.s.の通し輸送

ン・チェリボン蒸気軌道(Semarang-Cheribon

Stoomtram Maatschappij、以下s.c.s.と省略)

とは1897年に通し輸送のための協定が結ばれ、

s.c.s.が同年5月2日に連絡線を完成させたこと

で相互乗り入れが可能になった。 s.c.s.のスマラ

ン・チェリボン問は1899年に全線開通し、この結

果、 1899年から両社の間に貨物の相互輸送が始ま

り、その量は表2のように急速に増加していっ

た(5)

S . J .S .→ s . c . s .→ S .J .S .→ s .c .s .→ S .J .S .→ s . c .s .→

s .c .s . S .J .S . s .c .s . S .J .S . s .c .s . S .J .S .

1 8 9 9 年 1 , 6 5 7 1 , 1 1 5 1 9 1 3 年 4 3 , 4 2 9 2 , 8 6 5 1 9 2 7 年 6 6 , 1 6 3 8 , 6 1 8

1 9 0 0 年 4 , 6 6 2 1 , 5 3 1 1 9 1 4 年 5 7 , 3 1 1 7 , 0 8 8 1 9 2 8 年 5 6 , 3 1 8 8 , 0 4 8

1 9 0 1 年 9 , 2 9 1 1 , 3 4 9 1 9 1 5 年 5 5 , 4 1 7 4 , 7 2 3 1 9 2 9 年 6 9 , 9 2 6 9 , 8 4 3

1 9 0 2 年 8 , 3 4 7 1 , 9 3 2 1 9 1 6 年 2 8 , 7 7 3 6 , 5 9 1 1 9 3 0 年 6 4 , 4 7 4 6 , 8 1 1

1 9 0 3 年 1 3 , 7 0 7 2 . 0 3 9 1 9 1 7 年 5 3 , 4 3 2 7 , 1 8 8 1 9 3 1 年 4 2 , 7 9 0 4 , 0 3 0

1 9 0 4 年 2 1 , 7 7 1 2 , 6 2 8 1 9 1 8 年 5 0 . 2 6 6 7 , 7 2 3 1 9 3 2 年 2 4 , 3 7 1 2 , 5 8 5

1 9 0 5 年 1 3 , 9 8 7 1 , 8 2 8 1 9 1 9 年 6 8 , 8 0 3 8 , 2 5 7 1 9 3 3 年 2 4 , 6 8 4 1 , 8 6 9

1 9 0 6 年 9 , 6 3 3 3 , 0 0 1 1 9 2 0 年 5 6 , 1 2 1 1 2 , 3 3 9 1 9 3 4 年 1 5 , 8 9 5 2 , 1 9 8

1 9 0 7 年 1 3 , 4 7 4 1 , 6 7 1 1 9 2 1 年 6 5 , 6 4 0 8 , 7 1 7 1 9 3 5 年 8 , 1 3 3 1 , 9 9 2

1 9 0 8 年 9 , 1 4 2 2 , 3 2 0 1 9 2 2 年 4 6 , 1 2 5 6 , 0 6 9 1 9 3 6 年 1 5 , 7 8 4 3 , 1 3 7

1 9 0 9 年 1 6 , 0 7 4 1 , 5 7 2 1 9 2 3 年 5 8 , 8 8 4 4 , 1 9 6 1 9 3 7 年 1 4 , 5 7 9 3 , 0 2 1

1 9 1 0 年 1 4 , 7 9 4 2 , 0 8 2 1 9 2 4 年 6 1 , 0 3 8 4 , 9 2 6 1 9 3 8 年 2 5 , 4 8 0 2 . 8 9 1

1 9 1 1 年 3 0 , 2 4 0 2 , 1 7 3 1 9 2 5 年 5 8 , 9 7 6 5 . 3 7 2 1 9 3 9 年 3 0 , 6 3 5 2 , 9 8 2

1 9 1 2 年 5 2 , 6 9 1 3 , 6 7 6 1 9 2 6 年 5 8 , 7 4 8 6 . 1 6 3

単位:トン

出所: Samarang-Joana Stoomtram・Maatschappij, Verslag over hetjaar - -各年記事

次に中ジャワから東ジャワにかけて広範な路線

をもつ蘭印鉄道会社(Nederlandsch-Indische

Spoorweg Maatschappij、以下N.I.S.と省略)と

は、 S.J.S.側が1883年3月12日にN.I.S.のスマラ

ン駅までの連絡線を開通させたことで、この時期

以降にはスマランでN.I.S.との連絡が可能になっ

た。さらにスマランとスラカルタ、ジョクジャを

結ぶN.I.S.王侯領線は既に1870年代初に開通して

いたが、そのグンディ駅までS.J.S.が1884年にプ

ルウオダディから乗り入れ、プルウオダディと北

岸線のデマックとの間、東方のウイロサリとの間

が89年に開通したことによって、王侯額方面と

S.J.S.線の連絡が容易になった。両社はこれを踏

まえて1899年4月1日にスマランとグンディでの

通し輸送(doorgaande vervoer)協定を結び(6) 、

1900年から貨物のやりとりを始めた。これら2駅

には貨物積み替え施設が作られた[Verslag

1899:18; 1902:21],他方、 N.I.S.のスラバヤ線

(グンディ・スラバヤ問、全線開通は1903年2月

1日)との相互乗り入れはこれ.より遅く、 Nよs.

線全通以前の1900年にクラデナン(Kradenan)で

連絡があったが、本格的には同線全通と同じ1903
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年2月1日にさらに東のチェプでS.J.S.停車場と

N.I.S.駅を結ぶ連絡線が竣工したことによって、

S.J.S.主要線区とスラバヤと直通運転が可能にな

った[Verslag 1902:21]。なお、さらに後の1919

年になるとジャティロゴまでS.J.S.がラセムから、

表3　S.J.S.とN.LS.の通し輸送状況

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

またNエS.がスラバヤ線のポジョネゴロ

(Bodjonegoro)から線路を延ばしたので、ここで

も両社の連結が可能になった[Verslag 1918:7] (7)。

両社間の通し輸送状況は表3に示したとおりであ

る。

S . J . S . → N エ S . N よ s . → S .J . S .

S e m a r a n g G o e n d i h u e p o e k r a d e n a rー D j a t i r o g o 合 計 S e m a r a n g G o e n d i h u e p o e K r a d e n a n D i a ti r o g o 合 計

1 9 0 0 年 8 5 6 . 6 9 3 6 , 7 7 8 8 8 3 5 1 4 3 9

1 9 0 1 年 2 1 3 2 , 8 6 6 3 , 0 7 9 1 0 5 9 2 1 1 , 0 2 6

1 9 0 2 年 1 6 3 8 . 6 3 6 8 , 7 9 9 2 9 6 1 , 6 0 8 1 , 9 0 4

1 9 0 3 年 1 , 2 7 5 7 . 0 8 1 9 3 3 2 0 9 , 3 0 9 6 8 6 6 5 5 2 . 4 4 2 1 9 5 3 , 9 7 8

1 9 0 4 年 2 3 7 8 , 1 4 0 2 . 0 S 9 1 , 7 6 5 1 2 , 2 3 1 2 9 6 1 , 2 0 8 1 ▼5 2 2 9 0 6 3 , 9 3 2

1 9 0 5 年 1 . 2 8 0 8 , 4 8 7 5 , 7 9 6 2 , 7 2 7 1 8 , 2 9 0 7 ▼ 3 7 0 1 , 0 6 2 2 , 1 9 7 1 , 2 9 5 l l , 9 2 4

1 9 0 6 年 8 1 8 8 , 1 3 8 3 . 1 1 6 1 , 1 8 5 1 3 , 2 5 7 1 , 3 5 7 1 , 0 2 1 2 , 0 2 8 2 . 2 3 0 6 , 6 3 6

1 9 0 7 年 3 7 2 1 2 , 4 0 5 3 , 4 4 6 5 , 5 4 2 2 1 , 7 6 5 8 0 3 1 ▼ 6 0 7 3 , 7 3 7 2 , 2 9 1 8 . 4 3 8

1 9 0 8 年 1 . 0 1 0 l l , 7 3 6 4 . 0 0 5 4 , 4 6 2 2 1 , 2 1 3 5 , 3 6 1 1 , 5 8 3 2 , 8 9 0 6 , 5 3 2 1 6 , 3 6 6

1 9 0 9 年 1 , 4 5 8 2 2 , 8 1 0 7 . 5 1 3 2 , 6 3 8 3 4 , 4 1 9 6 , 2 9 2 2 , 0 3 9 4 , 2 6 3 5 , 1 2 4 1 7 , 7 1 8

1 9 1 0 年 2 , 5 4 2 1 0 , 9 9 6 1 9 , 0 7 1 4 , 6 9 1 3 7 . 3 0 0 5 , 4 3 1 3 , 4 3 4 5 , 5 2 0 7 , 7 2 8 2 2 . 1 1 3

1 9 1 1 年 2 , 7 5 6 1 7 ▼ 4 4 5 1 7 , 9 3 6 4 , 1 4 9 4 2 . 2 8 6 2 , 7 8 8 4 , 2 7 3 6 , 6 1 6 4 , 9 2 3 1 8 , 6 0 0

1 9 1 2 年 5 . 0 7 2 8 . 4 7 6 1 3 , 8 9 5 l l , 0 9 3 5 8 , 5 3 8 5 , 1 0 7 3 , 7 4 0 8 . 5 5 5 6 , 9 5 4 2 4 , 3 5 6

1 9 1 3 年 1 ▼ 6 1 6 2 0 , 1 2 6 8 , 9 3 5 3 , 5 4 3 3 4 . 2 2 0 5 . 1 9 7 5 , 7 5 5 6 , 7 1 7 2 8 , 9 6 5 4 6 , 6 3 4

1 9 1 4 年 1 , 5 2 9 1 4 . 0 2 8 7 , 9 3 9 1 0 , 2 7 5 3 3 , 7 7 1 6 , 2 8 0 5 , 2 0 6 8 . 0 4 4 3 3 , 9 3 0 5 3 , 4 6 0

1 9 1 5 年 2 , 0 3 8 2 3 . 8 9 4 l l , 9 3 8 8 , 7 0 9 4 6 , 5 7 9 7 , 6 4 4 5 . 3 0 6 6 . 7 7 6 4 1 , 1 7 5 6 0 , 9 0 1

1 9 1 6 年 2 , 4 6 3 2 4 , 4 2 5 2 9 , 1 9 3 1 3 . 7 9 0 6 9 . 8 7 1 9 , 0 8 5 4 , 7 9 9 8 . 3 6 4 4 0 , 7 6 7 6 3 , 0 1 5

1 9 1 7 年 2 , 1 8 2 2 3 . 6 1 3 2 8 . 3 5 8 1 3 , 6 0 1 6 7 , 7 5 4 1 0 , 8 1 1 3 , 2 4 1 1 2 . 8 1 4 4 2 , 1 9 5 6 9 , 0 6 1

1 9 1 8 年 1 . 8 6 4 1 7 . 0 2 8 3 3 , 3 6 9 9 , 7 4 0 6 2 , 0 0 1 1 0 . 3 3 9 4 . 8 8 8 2 1 . 2 9 2 4 6 , 0 7 2 8 2 , 5 9 1

1 9 1 9 年 2 , 2 5 2 1 8 , 3 0 6 2 3 . 4 7 9 1 5 , 1 1 2 8 , 7 9 5 6 7 , 9 4 4 9 . 0 1 1 5 . 9 4 2 7 , 4 0 5 4 0 , 9 8 9 4 , 8 2 4 6 8 , 1 7 1

1 9 2 0 年 3 . 2 4 6 2 6 . 6 5 5 4 1 . 7 9 5 2 1 , 0 6 9 l l . 2 1 2 1 0 3 ▼ 9 7 7 l l , 8 9 2 4 . 1 4 8 8 , 1 1 1 5 0 , 1 9 5 8 , 2 1 8 8 2 , 5 6 4

1 9 2 1 年 3 , 7 4 5 2 7 , 4 5 9 3 1 , 6 5 3 1 9 , 6 3 1 9 . 8 2 2 9 2 , 3 1 0 1 0 , 4 1 2 4 . 4 6 0 9 . 3 1 1 5 8 , 7 6 5 9 , 1 5 9 9 2 , 1 0 7

1 9 2 2 年 2 . 1 7 1 1 7 , 7 9 6 8 , 0 0 2 3 , 8 8 4 6 . 7 6 3 3 8 , 6 1 6 9 , 1 3 8 3 . 2 6 7 5 . 4 2 6 3 9 , 9 9 7 9 , 9 9 0 6 7 , 8 1 8

1 9 2 3 年 2 , 5 1 3 2 3 , 7 0 1 9 . 9 2 4 3 . 5 4 3 9 , 0 0 6 4 8 , 6 8 7 9 , 8 1 5 3 , 4 6 5 3 , 9 0 9 3 4 , 3 4 6 9 , 7 8 7 6 1 , 3 2 2

1 9 2 4 年 2 . 4 2 2 3 3 . 1 3 9 9 , 8 5 2 2 , 6 6 5 1 3 , 2 9 4 6 1 , 3 7 2 9 ー 1 5 3 5 , 3 2 2 5 , 2 4 8 5 , 0 7 6 9 . 7 2 8 3 4 , 5 2 7

1 9 2 5 年 2 . 1 2 0 3 2 . 4 0 0 6 . 9 5 2 4 , 9 7 7 1 2 , 0 4 3 5 8 . 4 9 2 9 , 5 4 6 6 . 3 9 8 5 , 1 5 7 7 , 4 4 5 l l . 2 4 4 3 9 , 7 9 0

1 9 2 6 年 3 . 7 9 3 3 8 , 6 1 7 5 , 2 7 2 3 . 9 2 4 1 3 . 1 0 3 6 4 , 7 0 9 9 , 8 5 2 6 , 2 4 1 3 , 8 4 1 8 . 0 9 0 l l , 6 2 1 3 9 , 6 4 5

1 9 2 7 年 6 , 1 1 0 2 9 , 1 5 4 7 , 0 8 1 5 , 2 7 4 l l , 5 7 3 5 9 , 1 9 2 1 3 . 3 6 2 6 , 8 4 7 6 . 0 7 4 7 , 8 5 9 l l , 4 9 8 4 5 , 6 4 0

1 9 2 8 年 6 . 0 8 4 3 5 . 0 2 5 9 , 1 0 4 3 , 4 4 4 1 2 , 3 6 9 6 6 , 0 2 6 1 1 ▼ 4 3 5 5 . 4 2 2 6 . 7 1 2 7 , 5 1 9 1 7 , 2 8 7 4 8 , 3 7 5

1 9 2 9 年 8 , 5 9 3 3 4 , 2 2 7 3 , 1 2 0 8 , 0 8 2 1 0 , 6 7 0 6 4 , 6 9 2 8 . 1 7 3 6 , 2 0 5 1 0 , 3 3 2 1 0 , 2 9 7 2 2 , 7 1 7 5 7 , 7 2 4

1 9 3 0 年 7 , 6 9 2 3 3 , 3 3 3 1 . 9 6 6 5 . 5 9 9 8 , 0 3 8 5 6 . 6 4 8 5 , 7 2 3 4 , 0 4 7 4 , 9 5 4 l l , 4 0 6 1 0 , 9 3 1 3 7 . 0 6 1

1 9 3 1 年 1 3 , 4 0 3 3 7 . 0 5 1 1 , 5 1 5 3 , 4 4 4 4 , 8 3 2 6 0 , 2 4 5 3 . 6 1 2 2 , 8 0 7 3 , 6 2 5 9 . 5 8 0 6 , 3 7 1 2 5 , 9 9 5

1 9 3 2 年 2 , 8 7 8 1 9 . 8 5 4 2 , 1 3 4 2 , 0 8 7 3 . 3 9 3 3 0 . 3 4 6 1 . 9 0 9 2 , 3 6 0 1 , 7 8 0 8 , 8 4 8 2 , 8 6 8 1 7 , 7 6 5

1 9 3 3 年 1 . 1 3 0 l l , 5 3 3 6 3 7 1 , 4 9 6 3 , 1 4 0 1 7 , 9 3 6 1 , 1 2 6 6 5 1 1 , 6 5 2 8 , 7 3 2 2 , 4 0 3 1 4 , 5 6 4

1 9 3 4 年 1 . 0 7 2 7 , 4 2 2 5 6 4 2 . 4 1 8 2 , 9 2 2 1 4 , 3 9 8 1 , 3 3 7 5 8 1 1 , 9 6 2 5 , 3 4 4 1 , 6 6 8 1 0 , 8 9 2

1 9 3 5 年 7 4 9 4 . 5 2 6 4 7 6 1 , 5 0 0 1 . 9 2 1 9 , 1 7 2 1 ▼3 1 0 4 7 5 2 , 1 3 0 4 , 4 2 9 2 , 9 4 2 l l , 2 8 6

1 9 3 6 年 8 5 8 4 , 7 5 2 4 7 0 1 . 6 7 4 3 , 4 3 6 l l . 1 9 0 1 , 8 0 9 6 2 0 1 , 9 9 1 4 , 5 9 5 3 , 8 4 6 1 2 , 8 6 1

1 9 3 7 年 8 0 3 8 . 5 2 5 1 , 3 8 0 3 . 3 7 8 6 . 4 9 8 2 0 . 5 8 4 2 , 4 9 1 4 5 8 1 , 5 2 0 5 , 3 5 0 5 , 2 1 8 1 5 , 0 3 7

1 9 3 8 年 4 9 6 8 , 5 8 3 2 . 1 1 0 5 , 0 7 8 5 , 0 1 5 2 1 , 2 8 2 2 . 3 9 8 4 6 1 2 , 4 3 6 7 , 3 3 4 4 . 6 3 1 1 7 , 2 6 0

1 9 3 9 年 7 5 8 1 0 , 9 0 9 1 , 6 0 6 1 , 9 2 9 6 , 2 4 9 2 1 , 4 5 1 2 , 1 0 4 7 0 5 3 , 5 0 2 6 . 9 4 2 6 , 3 3 5 1 9 , 5 8 8

単位:トン

出所: Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, Verslag over het jaar. … …の各年データより作成
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サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

表4　各時期通し輸送概観

平 均 総 輸 送 量

対 s .c .s .通 し輸 送 対 N .I .S 通 し輸 送 S .C .S .+ N .I .S .

輸 送 量
総 輸 送

量 比
輸 送 量

総 酪 送

量 比
輸 送 量

総 輸 送

量 比

19 0 0年 代 前 半 2 0 6 , 4 0 8 13 . 4 5 1 6 . 5 % 1 0 , 2 9 5 5 . 0 % 2 3 , 7 4 6 l l . 5 %

19 0 0年 代 後 半 2 9 8 , 1 2 4 14 . 5 4 0 4 . 9 % 3 4 , 0 0 5 l l. 4 % 4 8 . 5 4 6 1 6 . 3 %

19 1 0年 代 前 半 4 9 9 , 2 2 5 4 3 , 2 7 0 8 . 7 % 7 4 , 2 5 6 1 4 . 9 % 1 1 7 , 5 2 5 2 3 . 5 %

19 1 0年 代 後 半 5 4 0 , 8 2 7 5 8 , 2 3 5 1 0 . 8 % 1 3 1 , 5 7 8 2 4 . 3 % 18 9 . 8 1 2 3 5 . 1 %

19 2 0年 代 前 半 5 5 9 , 5 8 0 6 4 , 8 1 1 l l . 6 % 1 3 6 , 6 6 0 2 4 . 4 % 2 0 1 , 4 7 1 3 6 . 0 %

19 2 0年 代 後 半 5 9 6 , 0 7 8 6 9 , 6 3 5 l l . 7 % 1 0 8 , 8 5 7 1 8 . 3 % 17 8 , 4 9 2 2 9 . 9 %

19 3 0年 代 前 半 4 8 4 , 7 5 9 3 7 , 9 4 1 7 . 8 % 5 7 , 1 7 0 l l. 8 % 9 5 , 1 1 1 1 9 . 6 %

19 3 0年 代 後 半 2 8 6 , 8 8 6 2 1 , 7 2 7 7 . 6 % 3 1 , 9 4 2 l l. 1 % 5 3 , 6 6 9 1 8 . 7 %

単位:トン

出所:表2、表3

このようにS.J.S.の路線は、中ジャワから東ジ

ャワにかけての要地を結ぶ鉄道網の一環となった。

そうした通し輸送がS.J.S.にとって持った意味は

表4から明らかになる。それが総輸送量に占める

比率は次第に増加し、 1910年代後半から20年代前

半には35%あまりに達する。中でもN.I.S.との関

係が極めて重要であった.そして、後述するよう

に稲米はそうした関係の中で、大きな比重を占め

ることになる(8)

第2章　沿線各地の食糧・農業事情

それでは、このS.J.S.沿線の食糧、とりわけ米

をめぐる状況はどのようであったのだろうか。本

表5 1910年代後半S.J.S.沿線地域米収穫状況

章では、いくつかのデータから地域毎の状況を可

能な限り明らかにしたい。

1 , 1910年代後半のデータから

先ず、 Landbouwatlas帽D Jal唱en Madoera,

deel II, 1926 (以下、 Landbouwatlas 1926と省

略)所収の1910年代後半期のデータを検討しよう。

植民地期ジャワの農業統計の信頼度は1910年代後

半から大きく改善されるといわれており、以下で

はこれを基礎にしてそれ以前の時期の断片的な報

告を比較検討するという方法を採る。

表5はその1910年代後半期の米収穫状況等を沿

線各県(afdeeling)、郡(district)毎に一覧した

ものである。

理 事 州 輿 那

水 稲 陸 稲

1 9 1 6 ~ 2 0 年 平 均 収 穫 面 積 稲 収 量 ( ピ コ ル ) 3 19 1 6 ~ 2 0 年 平 均 収 穫 面 積

バ ウ
対 耕 地

面 積 比

対 水 田

面 積 比

1 9 1 9 ′2 0 年

栽 培

1 9 1 6 ~ 2 0

年 バ ク 当

た り

1 9 1 9 / 2 0 年

住 民 1 人

当 た り

バ ク
対 耕 地

面 積 比

対 乾 地

面 積 比

ス マ ラ ン S e m a r a n e S e m a r a n e 2 5 6 2 2 . 3 1 2 5 . 5 5 , 8 0 1 2 2 . 4 6
I 0 . 7 4

2 3 0 2 0 . 0 2 4 . 5

P a d o e r o e n g a n 3 , 9 5 2 8 6 . 9 1 0 1 . 7 1 1 1 , 3 7 6 2 5 . 9 8 7 9 5 1 7 . 4 1 2 . 0

S in g e n lo r 9 , 5 9 0 5 9 . 8 9 8 . 7 2 0 1 , 1 6 6 2 1 . 9 8 2 . 3 3 4 8 0 . 2 0 . 8

合 計 1 3 , 7 9 8 6 3 . 5 * 9 9 . 9 % 3 1 8 , 3 4 3 2 3 . 0 6 1 . 3 0 1 , 0 7 3 4 . 9 % 1 3 . 5 %

D e m a k D e m a k 1 8 , 9 7 4 8 5 . 6 1 0 7 . 3 3 9 4 , 3 5 0 2 3 . 5 5 5 . 1 5
- - -

W e d o e n g 2 5 , 7 4 2 1 0 2 . 5 1 0 5 . 4 5 0 3 , 6 4 6 2 0 . 4 8 7 . 2 3 - - -

G r o g o J l l , 2 0 1 7 1 . 1 9 9 . 7 1 9 7 , 7 5 3 2 5 . 6 7 3 . 0 1 - - -
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サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

M a n g g a r 2 2 , 3 2 4 6 5 . 7 1 1 1 . 7 4 1 7 , 3 8 6 1 8 . 7 7 4 . 8 5
" 日 " 漢 i

-

S a m tD o e n g 1 5 , 9 2 5 7 6 . 7 1 0 5 . 8 3 1 2 , 0 8 4 2 3 . 3 6 6 . 8 2
■ 日 ■ ■ i

-

S in g e n k id o e l 1 2 , 3 8 8 6 1 . 4 1 0 3 . 8 2 1 8 , 6 7 5 1 9 . 0 2 3 . 7 8 - - -

合 計 1 0 6 , 5 5 5 7 7 . 2 % 1 0 6 . 2 * 2 , 0 4 3 , 8 9 4 2 1 . 4 9 5 . 0 9 - - -

G r o b o e a n P o e r w o d a d i 1 4 , 3 4 9 5 1 . 9 1 0 0 . 0 2 0 3 , 5 7 5 1 3 . 6 6 2 . 4 0 7 - -

G r o b o e a n 1 0 , 2 0 1 5 4 . 0 1 0 0 . 2 1 5 8 , 0 1 6 1 5 . 0 0 3 . 1 4 12 7 0 . 6 1 . 5

W i r o s a n 1 5 . 7 1 0 5 0 . 8 1 0 1 . 1 2 4 3 , 8 0 3 1 4 . 6 5 3 . 3 2 6 3 0 2 . 0 4 . 1

K r a d e n a n 1 6 , 8 6 8 5 9 . 1 1 0 1 . 6 2 7 6 , 5 9 6 1 7 . 3 3 3 . 2 8 2 2 - 0 . 2

合 計 5 7 , 1 2 8 5 3 . 9 * 1 0 0 . 8 % 8 8 1 , 9 9 0 1 5 . 2 7 3 . 0 1 7 8 6 0 . 7 % 1 . 6 *

P a t i P a t i 7 , 6 1 1 5 0 . 4 9 3 . 4 1 4 7 , 2 2 7 1 8 . 7 1 2 . 5 9 1 , 4 8 5 9 . 8 2 1 . 4

K a ie n 1 5 . 7 4 8 6 5 . 2 6 . 6 2 4 5 , 6 1 1 1 5 . 5 6 3 . 0 2 6 4 5 2 . 7 1 0 . 8

T l o g o w o e n g o e 7 , 3 3 1 3 6 . 0 9 5 . 3 1 2 6 , 6 1 9 2 0 . 0 9 1 . 7 1 5 , 1 4 9 2 5 . 2 4 0 . 7

D io e w a n a 9 , 2 3 1 7 2 . 7 1 0 6 . 7 9 8 . 0 5 3 1 6 . 9 1 1 . 7 8 - - -

D ia k e n a n 2 4 , 8 4 4 7 2 . 5 1 0 2 . 8 2 5 6 , 8 0 6 1 3 . 3 9 2 . 8 3 2 1 3 0 . 6 2 . 1

T a io e 1 4 , 3 0 5 4 6 . 0 1 1 0 . 9 4 6 6 . 0 8 3 2 5 . 4 1 4 . 5 4 3 , 8 3 7 1 2 . 3 2 1 . 1

合 計 7 9 , 0 7 0 5 7 . 4 % 9 9 . 1 % 1 , 3 4 0 , 3 9 9 1 7 . 7 7 2 . 9 1 l l . 3 2 9 8 . 2 % 1 9 . 6 %

K o e d o e s K o e d o e s 5 , 0 5 1 5 5 . 6 8 5 . 0 1 4 5 , 1 4 1 2 8 . 6 9 1 . 6 8 - - -

T ie n d o n o 5 , 3 5 8 3 2 . 8 7 1 . 2 1 1 7 , 9 7 9 2 3 . 7 7 1 . 9 6 4 5 8 2 . 8 5 . 2

O e n d a k a n 8 , 8 8 6 3 6 . 4 8 0 . 7 9 3 , 5 4 5 2 0 . 3 8 2 . 1 4 1 , 0 6 3 4 . 3 7 . 9

T e n g e e le s 6 . 8 2 9 3 5 . 6 6 4 . 1 1 3 7 . 5 5 4 2 6 . 6 1 2 . 1 4 8 2 2 4 . 2 9 . 6

合 計 2 6 , 1 2 4 3 7 . 9 % 7 4 . 4 % 4 9 4 , 2 1 9 2 4 . 8 2 1 . 9 4 2 ▼3 4 3 3 . 4 % 6 . 9 *

J a p a r a J a p a r a 9 , 9 1 5 4 3 . 0 1 2 2 、3 2 3 0 , 0 7 1 2 4 . 8 1 3 . 1 0 3 , 7 4 7 1 6 . 2 2 5 . 1

M a j o n g 6 , 5 1 8 2 3 . 9 5 7 . 7 1 2 8 , 7 4 5 2 8 . 8 0 1. 1 8 1 , 0 3 3 3 . 8 6 . 5

B a n d j a r a n 1 5 ▼0 8 7 3 1 . 9 1 1 1 . 1 3 4 6 , 8 7 6 2 5 . 3 7 3 . 5 9 1 4 , 8 1 6 3 1 . 3 4 3 . 9

合 計 3 1 , 5 2 0 3 2 . 3 % 9 5 . 5 % 7 0 5 , 6 9 2 2 5 . 9 4 2 . 5 1 1 9 , 5 9 6 2 0 . 1 % 3 0 . 3 %

レ ン バ ン R e m b a n g W a r o e 9 . 0 1 2 7 2 . 4 8 8 . 8 6 3 , 3 4 2 9 . 9 4 1 . 2 6 3 1 0 . 2 1 . 3

S o e la n g 1 0 , 0 4 4 4 6 . 9 9 3 . 8 13 8 . 8 6 1 1 2 . 6 4 2 . 9 1 3 5 0 . 1 0 . 3

B in a n g o e n 5 , 3 0 5 3 8 . 5 9 5 . 0 1 0 7 , 0 7 7 1 6 . 1 2 1 . 9 2 3 3 8 2 . 4 4 . 1

K r a g a n 6 , 4 6 5 5 6 . 3 9 7 . 5 7 0 , 6 0 8 1 7 . l l 1 . 8 3 6 7 0 . 5 1 . 4

P a m o t a n 6 . 0 7 9 3 7 . 0 1 0 1 . 1 1 0 5 ▼4 0 1 1 4 . 7 4 2 . 8 0 3 9 4 2 . 3 3 . 8

S e d a n 8 , 2 1 6 3 9 . 5 9 7 . 0 1 2 5 . 8 9 3 1 5 . 9 3 2 . 3 2 4 2 9 2 . 0 3 . 5

合 計 4 5 . 1 2 1 4 6 . 8 % 9 4 . 9 % 6 1 1 , 1 8 2 1 4 . 2 5 2 . 1 5 1 , 2 9 4 1 . 3 * 2 . 6 *

T o e b a n E e m b e s 1 3 , 3 8 5 4 5 . 4 6 . 2 2 0 0 , 8 4 0 1 7 . 5 0 1 . 8 2 1 , 5 9 9 3 . 4 l l . 4

D ie n o e 7 . 7 2 4 3 5 . 9 1 0 3 . 6 1 7 1 , 3 9 6 1 8 . 9 1 2 . 5 4 S s i 3 . 9 6 . 1

R e n g e l 1 7 , 3 9 5 4 6 . 7 8 . 1 2 8 0 . 8 1 3 1 7 . 4 4 2 . 5 7 7 2 5 1 . 9 4 . 1

D ja t i r o g o 9 , 0 8 7 4 8 . 1 8 . 4 1 2 7 , 6 1 9 1 6 . 3 5 2 . 2 4 6 8 7 3 . 6 8 . 0

B a n t ja r l l . 7 7 1 4 1 . 0 1 0 5 . 2 1 7 5 , 6 1 9 1 6 . 0 4 2 . 2 7 2 8 5 0 . 9 1 . 6

S in g g a h a n 1 8 . 5 5 5 6 2 . 9 1 0 0 . 5 2 9 2 , 5 7 4 1 8 . 5 2 3 . 5 0 8 4 4 2 . 8 7 . 6

合 計 7 7 , 9 1 7 4 7 . 1 % 9 4 . 2 * 1 . 2 4 8 . 9 3 3 1 7 . 4 6 2 . 4 7 4 , 9 9 7 3 . O X 6 . 0 *

B o d j o n e g o r o B o d jo n e g o r o 2 0 , 9 9 3 5 6 . 3 9 2 . 6 2 1 7 , 0 1 9 1 3 . 2 0 1 . 9 4 9 6 9 2 . 5 6 . 6

B a o e r e n o 1 6 . 9 8 3 6 0 . 0 8 6 . 0 1 4 0 , 4 3 8 1 2 . 5 4 1 . 8 6 5 4 0 . 1 0 . 6

P e le m 1 8 , 6 4 7 6 4 . 1 8 9 . 5 1 7 2 , 7 7 3 1 3 . 8 7 2 . 0 5 3 9 5 1 . 3 4 . 8

P a d a n g a n 8 , 6 6 0 5 5 . 4 9 9 . 0 6 . 1 6 6 1 3 . 4 1 1 . 6 3 9 8 0 . 6 1 . 4

T a m b a k r e d i o 1 0 . 3 2 6 4 7 . 0 1 0 0 . 1 1 7 0 , 5 4 9 1 6 . 7 4 2 . 6 8 3 3 5 1 . 5 2 . 9

N g o e m p a k 2 0 . 2 6 0 5 8 . 2 9 9 . 6 2 2 1 , 9 5 4 1 4 . 9 7 2 . 3 2 2 , 4 1 4 6 . 9 1 6 . 6

合 計 9 5 , 8 6 9 5 7 . 4 % 9 3 . 4 % 1 ▼0 0 8 , 8 9 9 1 4 . 1 4 2 . 0 9 4 , 2 6 5 2 . 6 % 6 . 6 X

B lo r a K a r a n g d j a t i 1 4 , 2 5 3 5 1 . 8 8 9 . 0 2 1 0 , 4 3 0 1 6 . 3 1 2 . 2 9 7 3 0 . 2 0 . 6

N g a w e n 2 0 , 1 6 6 4 5 . 2 8 4 . 4 2 5 3 ▼6 1 5 1 8 . 3 4 3 . 3 5 2 5 S 0 . 5 1 . 2

P a n o la n 1 2 , 7 8 4 6 5 . 5 9 6 . 0 1 9 2 , 7 2 6 1 8 . 6 8 2 . 9 4 8 4 0 . 4 1 . 3

R a n d o e b l a to e n g 1 3 . 2 0 0 5 6 . 8 9 6 . 6 2 8 6 , 1 8 2 1 9 . 9 2 4 . 1 4 4 7 0 . 2 0 . 5

D j e p o n 8 . 6 4 7 4 2 . 4 9 3 . 8 1 5 0 , 6 4 2 1 2 . 6 9 2 . 5 6 2 7 0 1 . 3 2 . 4

合 計 6 9 . 0 5 0 5 1 . 0 % 9 0 . 7 % 1 , 1 9 3 , 5 9 5 1 7 . 5 6 3 . 0 5 7 3 2 0 . 5 % 1 . 2 %

ジ ャ ワ . マ ド ゥ ラ 4 , 2 3 2 , 1 8 1 4 3 . 7 % 9 6 . 2 % 1 0 0 , 5 6 6 , 2 8 8 2 4 . 9 4 2 . 8 9 5 8 9 , 4 0 6 6 . 1 * l l . 2 *

出所: Landbouwatlas 1926:tabel III

-41 -



ここから直ちに明らかなのは、 (カレンパン理事

州各県は概ね米生産が十分でないこと、 ②スマラ

ン理事州ではバウ当たり収量で見ると特にデマッ

ク、グロボガン(Grobogan)県が悪いが、 1人当

たり収量ではスマラン市を抱えるスマラン県、ク

ドゥス県が低いこと、 ③逆にデマック県での1人

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

当たり収量が高いこと、頓)陸稲はジャバラ

(Japara)、パティで栽培が盛んであることであ

る。これらのことは、各県で米の過不足があった

ことを示唆している。そこで、次に沿線各郡毎の

食糧事情、特に主食に何を食べていたかのデータ

(表6)から、さらにこの間題を検討してみよう。

表6a 1910年代後半S.J.S.沿線各地の食糧事情:主食一覧(スマラン理事州)

輿 那 稲収穫後 端 境 期 原 註

S em ara ng S em a ran g デサ米 外米 1 日3 回食事する。デサ米を食べるのは約 4 ケ月間で、

残 りの期間はほ とんど外米を食べる。スマラン市では、

定期的 に( a )外国(サイ ゴン、 ラングーン、シャム)、

( b )精米所 (K raw a ng 、D em ak )、 ( c )D em ak のい く

つか のデサの良く抱かれたデサ米 、 (d )収穫期にG e .

n oek 、B roem boen g 、K aran gaw en 、T a n ggoen g で多

量の米 を買い上げる原住民米商人か らの米、を移輸入

してい る0

M rang gen デサ米 トウモ ロコシ、 年に 5 ケ月間↓郡全体で 1 日2 回デサ米 を食べ る。朝

デサ米、外米 食 にはキャ ッサバを食べる0 その際、郁子糖 (goe la

dja w a ) を溶か したお湯を飲む。南部の チ∴ク林 に接

したデサでは残 りの 7 ケ月間には トウモ ロコシを 2 回

食べ るが、それ以外ではさ らに4 ケ月 間デサ米 を食べ

る。端境期には、僻遠のデ サでは一般 に トウモ ロコシ

を食べ る。幹線道路沿いのデ サでは、約 4 ケ月 間、外

米 とデサ米 を混ぜて食 べるe 水 田耕作期 には 1 日1 食

が普通だが、不足は調理 したキャッサバで補 う。K ara n -

ga w en 副郡では、 1 年を通 して外米 を食べ るこ とはな

い.

D em ak D em a k デサ米 デサ米、米 . トウ 収穫後 は米 を1 日3 回、子供 は4 ～ 5 回食 べる0 端境

モロコシ混物、米 期 には米 . トウモ ロコシ混物 か米 . キャ ッサバ混物 を

. キャ ッサバ混物 食べ る T oeng ta n g河沿いのデサや 沿岸デサでは、端

境期 にも米 を食べ る (キャ ッサバ と魚の売 り上 げで米

を買 う)0 稲の一部は しば しば鴇かれ、 トウモ ロコシ

を買 うために売 られる。

W edoen g デサ米 デサ米、外米、外

米 . トウモロコシ

混物、外米 . キャ

ッサバ混物

大筋でD em a k郡 と同じ。

J

G rogol デサ米 デサ米、 トクモ ロ 外米 を食べ るのは軌道線沿い に住む住民 とスマ ランで

コシ、外 米 職を探す人 々だが、一般的ではない0

S am boeng デサ米 デサ米、

トウモ ロコシ

M an ggar デサ米 デサ米、

トウモ ロコシ

デサ米 しか食べない期 間は短いe

S ingenkidoel ヂサ米 デサ米、

トウモ ロコシ
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G ro b o g a n ′P o e rw o d a d i デ サ 米 トウモ ロ コ シ、 4 ～ 6 月 はデ サ 米 しか 食 べ な い。 7 月 に な る と各 地 で

キ ャ ッサ バ 、 トウモ ロ コシ を 米 の他 に主食 と して利 用 し始 め る。 そ

デ サ 米 の 後 、 トウモ ロコ シ と キ ャ ッサ バ を 10 月 の水 田作 トウ

モ ロコ シ収 穫 ま で食 べ 、 以後 は水 田耕 作期 ま で トウモ

ロ コシ を食 べ る 0 その 後 は 、保 存 して あ った 米 を食 べ

る。 1 月 に トウモ ロ コ シが底 をつ き始 め、 キ ャ ッサ バ

が 混ぜ られ るe

G ro b o g a n デ サ米 トウモ ロ コシ 、外 P o e r w o d a d i郡 とほ ぼ 同 様 だ が 、 トウモ ロ コ シが 少 な

米 、精米、デサ米、 くキ ャ ッサ バが 多 く食 べ られ る。 1 2月 末 ～ 2 月 末 は外

キ ャ ッサ バ 米 とg ilin g a n 米 を食 べ る。

W ir o sa ri デ サ米 デ サ 米 、 稲 生産 は G r o b o g a n 郡 をや や上 回 る の で 、 7 月 未 ま で

トウモ ロコ シ 、 デ サ米 の み が食 べ られ る 0 1 2月 の 水 田耕 作 時 に 、再 び

キ ヤ ツバ 、外 米 、 大量 の 米 を食 べ る。 1 月 に トウモ ロ コシ が底 をつ き 、

g ilin g a n 米 外 米 と g ilin g a n米 を食 べ 、 2 月 に 再 び トウモ ロ コシ を

食 べ る O 水 田収 穫 は 3 月 4 月に 始 ま る 0

K r a d e n a n デ サ米 トウモ ロ コ シ 、 9 月 に は トウモ ロ コシ とキャ ッサ バ しか食 べ な い。 水

キ ャ ッサバ 、

デ サ 米

田耕 起 と田植 えの 時 には 、 また 米 を食 べ る e

P a t i P a ti デ サ 米 デ サ 米 、外 米 、 西 部 と北東 部 で の み 、貧 困 者が 端 境 期 に外 米 と トウモ

トウモ ロ コ シ ロ コシ を食 べ る。 そ の他 の 地域 で は 、年 中デ サ 米 を食

べ る0

D io e w a n a デ サ 米 、 外 米 、 精米 、 極 貧 者 は端 境 期 に しば しば 米 を r e m b o e lo e n g 郁 子 で作

トウモ ロ デ サ 米 、 つた 粉 と 1 : 2 の比 率 で 混ぜ て 食 べ る。 漁 村住 民 は年

コ シ トウモ ロ コ シ 中米 を食 べ るが 、漁 の稼 ぎ をそれ に充 て るC

T a io e デ サ 米 デ サ米 、 平 地 の乾 季米 収 種 が不 作 の時 のみ 、 華 人 商 人は 外 米 と

トウモ ロ コ シ g ilin g a n米 を移 入 す るが 、貧 困者 の た めだ け であ る0

D o e k o e h se t i副郡 で は トウモ ロ コ シ不 作 時 、端 境 期 に

外 米 を r e m b o e lo e n g 郁子 粉 、 a r e n 邦 子 粉 と混ぜ て食 べ

る。

T lo g o w o e n g o e トウモ ロ

コ シ、

デ サ 米

トウモ ロ コシ

D ja k e n a n デ サ 米 トウモ ロ コシ 約 3 ケ月 間、 デサ 米 を食 べ る。

K a ie n トクモ ロ トウモ ロ コシ 収穫 直後 に 稲 は全 部 、 主 として P a t iへ 売 られ る。 トウ

コシ モ ロ コ シが 不作 の時 だ け g ilin g a n 米 を移 入 し、 外 米 も

極 く少 量移 入す る 0

K o e d o e s K o e d o e s デ サ 米 デサ 米 、 端 境 期 は 1 2月～ 3 月 で 、 この 時期 に はせ いぜ い 1 日 2

g ilin g a n 米 、 食 で あ る。 不足 は トウモ ロ コシ 、 キ ャ ッサバ 、 サ ツ マ

外 米 イ モ で 補 う。 K o e d o e s郡 住民 は ス マ ラ ンの た い て い の

地 域 の住 民 よ り肉 、魚 を多 く食 べ る (富 裕 原 住 民 商 人

が 多 く、 玉 葱ご b r o l豆 、砂 糖 黍 の よ うな 商 業 作物 栽 培

が 盛 ん、 また普 通の 農民 よ り食事 に金 を かけ る工場 ク I

リー が 多い )。

T e n g e le s デ サ米 デ サ 米 、 4 ～ 7 月 、低 平 地 で は 1 1月 まで デ サ 米 を 1 日 2 ～ 3 回

トウモ ロコ シ 、 食 べ 、 端境 期 は 1 日 2 食 で あ る。 朝 食 を取 る こ とは滅

外 米 、 デ マ ックの 多 にな い。 低 平 地 の真 ん 中 と南 部 で は 、 新 鮮 な魚 を多

g ilin g a n 米 く食 べ る e
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T jend ono デサ米 デサ米、 食料事情 は大筋でK oed oe sと同 じ。M oeria丘陵 にある

gilin gan米、外米 、 G eb og、u en do no副郡は例外で、稲 と陸稲の生産が十

トウモ ロコシ 分でないので、端境期には トウモロコシが主食である。

O en dak an デサ米 トウモ ロコシ、 県内 で外米 とgilin ga n米を移入 しない唯一の郡。 郡内

栄. トウモ ロコシ の米生産 は、他郡 の不足 を補 うため十分な余剰 さえ出

混合物 す。土地 は非 常に肥沃で、バ ウ当た り60~ 70ピコル以

上の収穫 も珍 しくない。米余 りに もかかわ らず 栄養価

が よ り高いので トウモ ロコシが好まれ る。 トウモロコ

シ生産 は、西 モンスー ン稲収穫 2 ケ月後 と乾季米収種

2 ケ月後の 消費 に十分であ る。 主食が米なのは 4 ケ月

間だ けで、そ の後 は トウモ ロコシである。年中 1 日2

食 であ り、朝食 を取 るこ とは滅多にない0

Ja para J a para デサ米 外米、 南部、南西部の土地占有者は土地をP etjangaan、B anjoe-

トウモ ロコシ、 p oetih糖業に貸 し出し、大半は製糖工場で労働す る。東

デサ米 モ ンスー ン奉 にスマ ランへ職 探 しに行 き、西モ ンスー

ン率に水田耕 作のため帰る者が多い。D em akでの水田

耕起はたいていJ ap ara より早いので、多 くの農民が10

月、11月にD em a kへ手伝いに行 く。12月に帰 り自分の

水田を耕す J ap ara郡の年産 は年間消費に足 らず、外

米 とB o n djot (K alinjam at) か らのgiling an米 を移入

する。年 中 1 日2 食で、 4 ~ 10月がデサ米 が主食であ

る0 た だJ ap ara市の住民、漁師や大工は トウモ ロコシ

をあま り食べず、外米を 1 日2 回食べるe

B an g sri デサ米 トウモロコシ 外 米 とgiling an米 は、ここでは役割が大 きくない0 年

外米、デ サ米
中 1 日2 食で、 3 ～ 6 月は主 にデサ米 と少量の トウモ

ロ コシ、 7 ~ 10月は トウモロコシとデサ米、外米を交

互に、11~ 1 月は トウモロコシを食べる0 ここではカ

ポ ック栽培が重要な収入源である。

P etia nga an デサ米 外米、デ サ米

トウモロコシ

(M oeria丘 陵)

M oeria丘 陵地域の人々埠収穫 とその後の 4 ～6 月に米

だけ、それ以降は トウモ ロコシとデサ米 を食べ、年 中

1 日2 食であるe 平地では4 ~ 11月はデサ米を 1 日2 ～

3 【司、12~ 2 月は外米 とデサ米を交互に2 回食べる。ト

ウモ ロコシ とキャ ッサバ は端境期の補助食糧 として役

立っている。

出所: Landbouwatlas 1926: tabel IX

表6b 1910年代後半S.J.S.沿線各地の食糧事情:主食一覧(レンバン理事州)

輿 那 稲収穫後 端境期 原 註

K e m b an g W aroe デサ米、 デサ 米 、 内 地 米 漁師 はほ とん ど常に外米 と内地米 を食べている。高地

内地米、 (少量)、外米、 地方では、稲収穫期 にも トウ号ロコシを主食に し、キヤツ

外米 トウモ ロコシ、 サバで さえ主食 にな りうる0 平地では、収穫期 (2 ケ

キャッサバ 月間) にデ サ米を食 べるe 稲収穫か ら 1 ケ月経つ と、

米に キャ ッサバを混ぜ始 め、もつと後には トウモ ロコ

シを混ぜ るが、これ は若干 の地域では主要な主食 とな

る0

S oela ng デサ米、

トウモ ロ

コシ

トウモ ロコシ、キ

ャ ッサバ、外 米、

内地米、デサ米
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サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

P a m o ta n デ サ 米 ト ウモ ロ コ シ 、

キ ャ ッサ バ 、

外 米 、 内 地 米

K r a g a n デ サ 米 、

内 地 米 、

トウ モ ロ

コ シ

トウモ ロ コ シ 、

デ サ 米 、 外 米 、

キ ャ ッサ バ

S e d a n デ サ 米 、

外 米 、 ト

ウ モ ロ コ

シ

ト ウモ ロ コ シ 、

デ サ 米 、 外 米 、

キ ャ ッサ バ

B in a n g o en デ サ 米 、

外 米 、 内

地 米

外 米 、 トウ モ ロ コ

シ 、 デ サ 米 、

キ ャ ッサ バ

T o e b a n R e m b e s デ サ 米 、 内 地 米 (少 量 )、 高 地 住 民 は 稲 収 穫 期 も 端 境 期 も ト ウ モ ロ コ シ を 、 沿 岸

内 地 米 、 外 米 、 住 民 は 年 中 米 を 食 べ る 。 収 穫 期 = 約 6 ケ 月 、 端 境 期 =

外 米 、 ト ト ウモ ロ コ シ 約 2 ケ 月 、 通 常 期 = 約 4 ケ 月 。 稲 は 収 穫 後 直 ぐ に 高 値

ウ モ ロ コ で 販 売 さ れ る の で 、 住 民 は 収 穫 期 で さ え 安 い 輸 入 米 を

食 べ る 0シ

D ie n o e デ サ 米 、 外 米 、 同 上 0 収 穫 期 = 5 ケ 月 、 端 境 期 = 2 ケ 月 、 通 常 期 = 5 ケ

外 米 、 ト ト ウモ ロ コ シ 、 月 。 稲 は 収 穫 後 直 ぐ に 高 値 で 販 売 され る の で 、 住 民 は

ウ モ ロ コ

シ

キ ャ ッサ バ 収 穫 期 で さ え 安 い 輸 入 米 を 食 べ る e

B a n t ia r デ サ 米 、 内 地 米 (少 量 )、 同 上 。 収 穫 期 = 4 ケ 月 、 端 境 期 = 3 ケ 月 、 通 常 期 = 5 ケ

外 米 、 ト 外 米 、 月 0 稲 は 収 穫 後 直 ぐ に 高 値 で 販 売 され る の で 、 住 民 は

ウ モ ロ コ

シ

ト ウモ ロ コ シ 、

キ ャ ッサ バ

収 穫 期 で さ え 安 い 輸 入 米 を 食 べ る 。

R e n g e l デ サ 米 、

内 地 米 、

外 米 、

トウ モ ロ

コ シ

デ サ 米 、

ト ウモ ロ コ シ

収 穫 期 = 6 ケ 月 、 端 境 期 = 2 ケ 月 、 通 常 期 = 4 ケ 月 0

S in g ga h a n デ サ 米 、

トウ モ ロ

コ シ

デ サ 米 、

ト ウモ ロ コ シ

収 穫 期 = 4 ケ 月 、 端 境 期 = 3 ケ 月 、 通 常 期 = 5 ケ 月 。

D ja tir o g o デ サ 米 、

トウ モ ロ

コ シ

デ サ 米 、

ト ウモ ロ コ シ

収 穫 期 = 4 ケ 月 、 端 境 期 = 3 ケ 月 、 通 常 期 = 5 ケ 月 。

B o d io -

n e g o ro

B o d io n e g o ro デ サ 米 、

トウ モ ロ

コ シ

デ サ 米 、 外 米 、

ト ウモ ロ コ シ 、

キ ャ ッサ バ

P e le m デ サ 米 、 キ ャ ッサ バ 、 両 郡 で は メ ンテ ツ タ 流 行 年 に は 、 キ ャ ッ サ バ が 9 ~ 1 0ケ

トウ モ ロ

コ シ

ト ウモ ロ コ シ 、

デ サ 米 、 外 米

月 間 主 食 に な り う る 0

B a o e re n o デ サ 米 、

キ ャ ッサ

バ 、 トウ

モ ロ コ シ

キ ャ ッサ バ 、

ト ウモ ロ コ シ 、

デ サ 米
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N g o e m p a k デ サ 米 、

トウモ ロ

コシ

キヤ ツサ

s¥

トウモ ロ コシ

デ サ米 、外米 、

キ ャ ッサバ

P ad a n g a n デ サ 米 、

トウモ ロ

コシ

内地 米 、外米 、

トウモ ロ コシ、

キ ャ ッサ バ

T a m b a k r e d jo デ サ 米 、

トウモ ロ

コシ

トウモ ロ コシ、

キ ャ ッサ バ 、

デサ 米

B lo ra K a r a n g d ja ti デ サ 米 、

内 地 米 、

キヤ ツサ

/<.

トウモ ロ コシ、

デサ 米 、内地 米 、

外米 、 キャ ッサバ

N ga w e n デ サ米 、

内 地米 、

キヤ ツサ

/¥

トウモ ロ コシ

デサ 米 、内地 米 、

外米 、 キャ ッサバ

R a n d o e -

b la to e n g

デ サ 米 、

外 米

トウモ ロ コシ、

デサ 米 、内地 米 、

外米 、 キャ ッサバ

P an o la n デ サ米 、

内 地米 、

外 米 、

トウモ ロ

コシ

トウモ ロコ シ、

キ ャ ッサ バ、

内地 米、 外米

D je p o n デ サ米 、

内 地米

トウモ ロコ シ、

ニケl
キ ャ ッサ バ、

内地 米

出所: Landbouwatlas 1926: tabel IX

先ず、稲収穫後の時期の主食を見ると、スマラ

ン理事州ではほぼ全郡でデサ米のみが消費されて

いるのに対して、レンバン理事州ではポジョネゴ

ロ県を除く3県の大半の郡が移入した米を消費し

ていること、またポジョネゴロ県ではトウモロコ

シの消費が盛んなことが特徴的である。このこと

は、レンバン理事州の米不足を示唆している。実

際、端境期まで含めて見ると、レンバン理事州で

米を移入している郡は全23郡中の19郡に及び、ス

マラン理事州の28郡中の15郡という状況とは大き

な差がある。また、スマラン理事州では精米所で

精米された米を食べる郡が25郡中の11郡(スマラ

ン、グロボガン、ウイロサリ、タユ、ジュアナ、

カエン、クドクス、テンゲレス、チェンドノ、ジ

ャバラ、バンスリ)に及ぶが、レンバン理事州で

は皆無であることも注目される。さらに外米のみ

移入の郡は8郡、内地米のみ移入の郡は1郡であ

るのに対してこ両方を移入している郡が24郡と多

い(9)

次に端境期も含めて米を外部から移入しない郡

の数を沿線各県毎に挙げると、スマラン理事州で

はスマラン県で2郡中の0、デマック県6郡中の

5郡、グロボガン県4郡中の2郡、パティ県6郡

中の5郡、クドゥス県4郡中の1郡、ジャバラ県
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3郡中の0となる。次にレンバン理事州ではレン

バン県6郡中の0、トクバン県6郡中の2郡、ポ

ジョネゴロ県6郡中の2郡、プロラ県は5郡中の

0となる。

これらの郡はその郡内で食桂を自給できるとい

う意味では食糧事情は良好といえるが、必ずしも

全てが米余り地域ではない　Landbouwatlas

1926, 【tekst:76-77】によれば、ある地域は稲の1

人当たり生産量が0-2.25ピコルの場合には移入

が必要で、 4ピコルを越えれば移出可能であり、

その中間の場合には自給できるという。この基準

に照らして見ると、先ずスマラン県は全体として

は米不足であり、移入が必要である。実際、ここ

では端境期には外米が消費されているし、特にス

マラン市ではその他にも様々な内地米が消費され

ている。

これとは対照的にデマック県ではどの郡も概ね

収量が高く、移入が必要なところはない。中でも

デマック、サンプン(Samboeng)、マンガル

(Manggar)の3郡は移出可能であり、米余り地

域といえる(10)しかしパティ県について見ると、

食糧自給郡中で米が余っているのはタユ郡のみで、

トウロゴウング(Tlogowoengoe)郡などは本来は

移入必要地域に分類される収量でしかない。この

点はクドゥス県ウンダカン(Oendakan)郡、トウ

バン県ジャティロゴ郡、ポジョネゴロ県バクレノ

(Baoereno)郡についても同様である。

ではこれらの地域では、なぜ食糧の域内自給が

可能なのだろうか。それは、この地域では表示の

ように一般にトウモロコシが主食として広く食べ

られており、それが外部からの米移入なしですま

せることができる主要な原因だったようだ【ll)。

以上から、域内で過不足があり、デマック県と

パティ県では比較的食提事情が良好であるのに対

し、その他の地域では米移入が不可欠だったとい

える。それでは、こうした食糧事情は以前から続

いてきたものなのだろうか。以下では、 1890年代

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

の記事と20世紀初めの福祉減退調査報告から、県

単位で可能な限り検討してみたい。

2,食糧事情の歴史的推移

[スマラン理事州]

先ずスマラン県は、福祉減退調査に「地域の消

費のための米輸入は現在までない。稲収穫は年々、

住民の需要を満たすのに十分すぎる」 02)とあり、

米が自給できるとされる。ただ、この段階のスマ

ラン県はスマラン、スロンドル(Srondol)、シン

ゲンクロン(Singeakoelon) 、シンゲンロル

(Singenlor)、グロゴル(Grogol)の5郡、または

スマラン、スロンドル、シンゲンキドウル

(Singenkidoel)、グロゴルの4郡からなり、

Landbouwatlasではデマック県に所属するグロ

ゴル郡やシンゲンキドウル郡といった農村的額域

を含む、より広い範囲を覆っているO　したがって

単純な比較はできないが、 「スマラン、スロンド

ル、シンゲンキドウルでは食糧不足はない。シン

ゲンキドウルでは1901年の異常に湿潤な東モンス

ーンの結果、食糧不足が生じたが、 1902年にはほ

ぼ完全に回復した。グロゴルの一部では大洪水の

結果、 1900年と1901年に食糧不足が発生した。し

かしここでも1902年には、事態は常に懸念されて

いるとはいえ、既にかなり回復した」 (13)と、都市

的中心地のスマラン郡を含めて食糧不足は例外的

だとされるので、 Landbouwatlas調査時のスマ

ラン県の外米消費は、新しい現象の可能性もあ

る(14).

次にデマック県に関しては、1890年の経済調査

の理事報告に「一般的には1890年の米生産は平年

を下回った。それでもサラティガ(Salatiga)県、

デマック県とグロボガン県からは、少量の米がソ

ロ-移出された。豊作時には主にデマック県が大

量の米を移出のために産出する」 (15)とあり、米余

り県であったようだ。同様の記事は福祉減退調査

にも見え、 「ここでは住民の需要に常に十分な稲
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が栽培されているO ・-・・米輸入があるとすれば、

一般にそれは若干の例外年の凶作、または不作の

ためであるI (16)、 「外米消費は異常な年のみ大き

く増加する」 (17)とあるように、米移入は例外的だ

った(18)そして、 20世紀初めには県外-の移出

が次第に活発になったようである。この県では、

米商人が従来から安い時期に稲を買い上げ、それ

を値が高い時期に地域内で販売してきたが、彼ら

は「現在ではこの営業をほとんど止めてしまい、

他地域-の米移出-と移行した」 (19)と報告される。

この県は以前から一貫して米移出地域であったと

考えてよい(20)。

19世紀末～20世紀初めのグロボガン県は、異常

な事態の時のみ外米を移入していたようだ。福祉

減退調査は「1899-1902年、大量の外米が輸入さ

れたが、それは牛疫(epzootie)、コレラ、熱病など

が続き、住民も牛も被害を被った結果である」 (21)

「外米は内地米価格が高い時だけ消費される。そ

れ以外の場合は、輸入は取るに足りない」 (22)と述

べている(23)。こうしてみると、 LandbouI和tlas

調査時には食糧事情が以前よりも悪化した印象が

ある(24)。

パティ県には1902年、 03年、04年に稲が順に推

計で2,400ピコル、 3,200ピコル、 5,600ピコル、

米が200ピコル、 100ピコル、 200ピコル移入され、

「稲は定期的に、たいてい田植え時に移入される

が、それはこの時期にはデサの稲ストックが枯渇

するからである」 (25)という。しかし、同時に

「移入は収穫の成否にかかっている」ともされ、

また先の移入量はLandbouwatlas所載の1919/20

年栽培稲収量1,340, 399ピコルの0. 18-0.4%に過

ぎず、この段階でも稲米移入が恒常的に必要だっ

たとは考えにくい(26)。したがって、一貫して食

糧事情が比較的よかった地域であると考えること

ができよう。

ただし、・この地域でも一部では食糧不足が発生

している。すなわちパティ、ジュワナ、ジャケナ

ン(Djakenan) 、カニン(Kajen)郡では1901-02

年に天候不順などの影響で、またトウロゴウング

郡では1890年に稲の病害蔓延によってであり、唯

一タユ郡のみは食糧不足が知られていないとい

ラ(27)。また、端境期にはLandbouv柑tlas調査時

と同様にトウモロコシやキャッサバを食べてい

る(28)。

福祉減退調査は20世紀初めのクドクス県の稲米

の状況について、 「収穫期には、デマックから大

量の米がクドゥス市-移入され、原住民商人、華

人商人によって買い上げられる。食糧が不足する

時期には、華人によりしばしばインドラマユ米と

外米が移入される。なぜならクドクス、チェンド

ノ(Tiendono) 、テンゲレス(Tenggeles)郡では、

稲栽培は住民の毎年の需要を満たすのには十分で

ないからだ。人口に比べて水田が少なく、さらに

それらの一部は糖業の砂糖黍栽培のために借り入

れられているからである。輸送された稲や米の多

くが他県、他理事州-移出される。ウンダカン郡

では大量の稲を他郡、他理事州-、またクドクス

市-も移出するが、それは豊作時には住民の年間

の必要を越える稲があるからである」 (29)と指摘す

る去　このようにクドクス、チェンドノ、テンゲレ

ス郡は米不足郡で米を移入しており、逆にウンダ

カン郡は米余りで他地域-移出しており、

Landboul帽tlas調査時と状況はほぼ同じである。

ジャバラ県では1901、 02年には米がデマック、

スマランから移入されたが、 1903、 04年にはなく

なり、また移出も行われていた(30)。外米の消費

はこの段階ではなく(31)、食糧不足の発生もほと

んどなかったという(32)。こうしてみると、表6

では外米消費があるので、食糧事情がやや悪くな

った可能性もある。

[レンバン理事州]

レンバン理事州については、 1890年代の調査に

「本理事州の主要商品は米と煙草である。よい年

には米生産は住民の需要を遥かに上回り、住民は
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米以外に裏作物を大量に食べるので、レンバンで

は米取引が普段は非常に活発である。しかし、一

部が凶作になったことと、それにより特にトウバ

ン県、プロラ県で収穫が域内消費に十分でなかっ

た結果、 1890年には移出に充てる米はほとんどな

かった。 -」 (33)、 「レンバン理事州で規則的かつ

十分な流水港概が可能なのは水田面積の約9%に

すぎないので、全域での良好な稲収穫は滅多にな

い。雨が正しい時期に十分な畳降れば洪水が起こ

り、収穫の手が不足する。概して若干の地域では

凶作となり、米不足は裏作物で補わねばならない0

1890年の米生産は需要を満たすものではなかった。

不足の一部は、特にトウバン県では米輸送で補わ

れ、他のところではトウモロコシとキャッサバの

栽培で補われた」 (34)、 I"-1890年にはこれに加え

て稲の不作の結果、特にトウバンではかなりの量

の米が移入された。他方、通常の状態では米はか

なり大量に移出される。 -通常時には移出商業は

かなりの米と煙草からなる。米の移出は1890年に

はなかった. ・・・」(35)という記事がある。これらか

ら、 0この地域では不作でなければ米の移出が可

能であり、しかもかなり大量に移出されていたこ

と、 ②農業条件がよくないにもかかわらずそれが

可能なのは、主食にトウモロコシやキャッサバが

大量に消費されるからであること、 ③1890年は不

作であり、トクバンでは米を移入したことがわか

る。また、この地域の稲米は「華人によって買い

上げられて周辺地方-移出」され、 1892年には大

豊作だったのでその畳が特に多かった(36)という。

県毎に見ると、先ずレンバン県では福祉減退調

査に米移入が沿岸諸郡で行われており、農民のた

めの移入はないこと(37)、外米消費は増加してい

ないこと(38)、 1890年頃以来食糧不足はなかった

こと(39)が指摘される。また同じ調査のバタグイ

アに関する部分では、クラワン米がレンバンから

来るプラウによっても積み出されていくことが述

べられているHO).表6で全郡において外米が消

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

費されていることを見るならば、この間に食糧事

情がかなり悪化した可能性もある。

次にトウバン県では、福祉減退調査に「ほぼ毎

年、サイゴン米とインドラマユ米が輸入されるが、

それは水田収量が住民需要に満たないからだ。稲

と裏作物が大豊作の時のみ輸入はなく、スラバヤ、

ポジョネゴロ-の移出さえ行われる」 (41)とあり、

20世紀初めには移入が普通だったようで、一貫し

て食糧事情はよくないようだ。

他方、ポジョネゴロ県では1889年の状況につい

て「(ポジョネゴロで)2ヶ所増えたパッサールで

は、常に大量の稲米が販売のために搬入され、域

内消費や近隣理事州-の移出のために買い上げら

れる」 (42)とあり、移出も行われていた。それゆえ、

「概して外米は消費されていなかった」 (43)が、

11901年がそうであったように、収穫が期待を下

回り価格が高騰した時のみ、華人がサイゴン米を

輸入」 (44)した。この外米は、 N.I.S.のグンディ・

スラバヤ線が未開通だった当時は、専らソロ河を

プラクによって運ばれてきたという(45)。こうし

てみると、この県では食糧事情は以前よりも悪化

した可能性がある。

最後にプロラ県では1895年に「米、稲の取引は

特に収穫が最もよかったプロラ県でかなり活発で、

そこから他地方-の移出が行われた」 (46)とあり、

また福祉減退調査には「米移入はない」 (47)、 「通

常年には外米は利用されない」 (48)とあり、 19世紀

未から20世紀初めには豊作時に移出し通常時は不

足がないという、比較的良好な事情だったと考え

られる。したがってその後の10数年の問に、食糧

事情は悪化したと見てよい。

以上見てきたように、 20世紀に入っての10数年

の間に食糧事情が悪化したと考えられる地域が多

い。スマラン理事州ではスマラン、グロボガン、

ジャバラ県でその可能性が高く、レンバン理事州

ではかなり一般的な現象だった(49)。そして、こ

のことはこれらの地域で稲米移入の必要性がより
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高まったことを意味している。すなわち、 S.J.S.　第3章　S.J.S.の稲米輸送の発展

などの輸送を促進する要因となったといえよう。

それでは、それはどのようであったのか、以下、　　1,年間輸送量の推移

章を改めて述べることにしたい。　　　　　　　　　　　先ず、年次報告書データをもとに作成した表7

により、 S.J.S.の稲籾、米年間輸送量の推移を眺

めておこう。

表7　S.J.S.の稲籾、米輸送量(トン)

午 稲 . 籾 米 合 計 午 棉 . 初 米 合 計

1 8 8 8年 4 , 0 6 2 1 9 1 5年 l l , 1 0 2 2 2 . 6 3 7 , 9 5 6 7 7 . 4 4 9 , 0 5 8

1 8 8 9年 8 , 9 8 8 1 9 1 6年 1 3 , 9 1 1 3 0 . 4 3 1 , 8 2 6 6 9 . 6 4 5 , 7 3 7

2 年 平 均 6 , 5 2 5 1 9 1 7年 1 8 , 0 6 4 3 1 . 9 3 8 , 5 2 9 6 8 . 1 5 6 , 5 9 3

1 8 9 0年 7 , 9 5 0 1 9 1 8年 6 , 9 2 1 14 . 3 4 1 , 4 8 2 8 5 . 7 4 8 . 4 0 3

1 8 9 1年 1 2 , 0 0 2 1 9 1 9年 1 5 , 1 5 1 2 7 . 0 4 1 , 0 5 7 7 3 . 0 5 6 , 2 0 8

1 8 9 2年 2 4 , 0 3 6 5年 平 均 1 3 , 0 3 0 2 5 . 4 3 8 , 1 7 0 7 4 . 6 5 1 , 2 0 0

1 8 9 3年 1 7 , 6 4 9 1 9 2 0年 2 3 , 2 8 4 4 4 . 0 2 9 , 5 9 1 5 6 . 0 5 2 , 8 7 5

1 8 9 4年 1 8 , 6 7 8 1 9 2 1年 1 2 , 1 8 6 1 7 . 8 5 6 , 13 6 8 2 . 2 6 8 , 3 2 2

5年 平 均 16 , 0 6 3 1 9 2 2 年 l l , 3 3 7 2 1 . 4 4 1 , 6 7 6 7 8 . 6 5 3 , 0 1 3

1 8 9 5年 2 0 , 1 5 1 1 9 2 3 年 8 , 6 7 2 1 9 . 2 3 6 , 4 7 8 8 0 . 8 4 5 . 15 0

1 8 9 6 年 2 0 , 0 0 3 19 2 4 年 1 8 , 0 0 8 2 8 . 8 4 4 , 4 3 3 7 1 . 2 6 2 , 4 4 1

1 8 9 7年 2 4 , 2 2 2 5年 平 均 . 14 , 6 9 7 2 6 . 1 4 1 , 6 6 3 7 3 . 9 5 6 , 3 6 0

1 8 9 8 年 1 3 , 7 8 7 19 2 5 年 2 2 , 9 1 8 3 5 . 3 4 1 , 9 3 8 6 4 . 7 6 4 , 8 5 6

1 8 9 9 年 2 , 6 1 6 16 . 8 1 2 , 9 9 4 8 3 . 2 1 5 , 6 1 0 19 2 6 年 2 0 , 1 5 8 2 9 . 2 4 8 , 8 2 7 7 0 . 8 6 8 . 9 8 5

5年 平 均 16 , 7 5 5 19 2 7 年 1 8 , 5 9 6 3 7 . 9 3 0 , 4 1 6 6 2 . 1 4 9 , 0 1 2

1 9 0 0 年 2 , 2 2 7 1 4 . 4 1 3 ー2 1 8 8 5 . 6 1 5 , 4 4 5 19 2 8 年 . 1 6 , 6 0 5 3 9 . 8 2 5 , 1 0 7 6 0 . 2 4 1 , 7 1 2

19 0 1年 1 , 1 6 2 4 . 4 2 5 . 4 1 2 9 5 . 6 2 6 , 5 7 4 1 9 2 9 年 1 9 , 8 9 9 3 8 . 7 3 1 , 5 8 5 6 1 . 3 5 1 , 4 8 4

19 0 2 年 2 , 4 1 0 9 . 6 2 2 , 6 4 8 9 0 .4 2 5 , 0 5 8 5年 平 均 19 , 6 3 5 3 5 . 6 3 5 , 5 7 5 6 4 . 4 5 5 , 2 1 0

19 0 3年 3 , 6 9 9 1 2 . 4 2 6 , 1 5 8 8 7 . 6 2 9 , 8 5 7 1 9 3 0 年 1 8 , 7 0 1 4 3 . 2 2 4 , 6 3 6 5 6 . 8 4 3 . 3 3 7

19 0 4年 4 , 1 2 7 14 . 2 2 4 , 8 6 4 8 5 . 8 2 8 , 9 9 1 1 9 3 1 年 9 . 9 4 6 2 9 . 2 2 4 , 1 7 3 7 0 . 8 3 4 , 1 19

5年 平 均 2 , 7 2 5 10 . 8 2 2 , 4 6 0 8 9 . 2 2 5 , 18 5 1 9 3 2 年 7 . 1 3 0 3 3 . 5 1 4 , 1 6 5 6 6 . 5 2 1 , 2 9 5

19 0 5年 3 , 6 1 9 14 . 0 2 2 , 1 7 2 8 6 .0 2 5 , 7 9 1 1 9 3 3 年 6 . 6 5 9 1 9 . 0 2 8 , 4 3 1 8 1 . 0 3 5 , 0 9 0

19 0 6年 2 , 2 4 3 9 . 1 2 2 , 3 1 5 9 0 .9 2 4 , 5 5 8 1 9 3 4 年 5 , 7 5 3 2 0 . 1 2 2 , 8 8 3 7 9 . 9 2 8 , 6 3 6

19 0 7年 5 , 0 1 7 1 7 . 1 2 4 , 3 0 8 8 2 . 9 2 9 , 3 2 5 5年 平 均 9 , 6 3 8 2 9 . 7 2 2 , 8 5 8 7 0 . 3 3 2 , 4 9 5

19 0 8年 2 , 6 4 8 l l . 8 1 9 . 8 7 7 3. 2 2 2 , 5 2 5 1 9 3 5 年 4 , 8 3 1 2 8 . 7 l l , 9 9 4 7 1 . 3 16 . 8 2 5

19 0 9年 4 , 0 2 4 12 . 1 2 9 , 3 4 2 8 7 . 9 3 3 , 3 6 6 1 9 3 6 年 8 , 7 3 2 3 0 . 2 2 0 , 14 7 6 9 . 8 2 8 . 8 7 9

5年 平 均 3 , 5 1 0 1 2 . 9 2 3 , 6 0 3 8 7 . 1 2 7 , 1 1 3 1 9 3 7 年 10 , 2 1 6 2 9 . 5 2 4 . 4 3 3 7 0 . 5 3 4 , 6 4 9

1 9 1 0年 2 , 4 0 0 5 . 6 4 0 , 5 9 4 9 4 . 4 4 2 , 9 9 4 1 9 3 8 年 7 , 8 8 1 3 3 . 0 1 6 , 0 2 2 6 7 . 0 2 3 , 9 0 3

1 9 1 1年 4 , 3 6 7 l l . 9 3 2 , 2 3 5 3 . 1 3 6 , 6 0 2 1 9 3 9 年 2 0 , 0 4 9 4 6 . 5 2 3 , 0 4 4 5 3 . 5 4 3 , 0 9 3

1 9 1 2年 4 , 4 5 2 10 . 4 3 8 , 1 7 9 8 9 . 6 4 2 , 6 3 1 5 年 平 均 1 0 , 3 4 2 3 5 . 1 1 9 , 1 2 8 6 4 . 9 2 9 , 4 7 0

1 9 1 3年 4 , 0 3 0 12 . 9 2 7 , 1 5 4 8 7 . 1 3 1 . 18 4

1 9 1 4年 6 , 0 4 0 16 . 3 3 0 , 9 9 6 8 3 . 7 3 7 . 0 3 6

5 年 平 均 4 , 2 5 8 l l . 2 3 3 , 8 3 2 8 8 . 8 3 8 , 0 8 9

出所: Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, Verslag over het jaar.所収の各年数字による.
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大まかにいって、稲・米輸送量の合計は徐々に

増加し1910年代末～20年代がピーク、これ以降

30年代半ばまで減少傾向にあり、後半期に再び

増加傾向に転じている(50)。これらがS.J.S.の総

輸送量に占める割合は当然年毎の変動が大きいが、

5年毎の平均を取ると1900年代前半から順に

12.2%、 9.1%、 7.6%、 9.5%、 10.1%、 9.3%、

6.7%、 10.3%となり、 1930年代前半までは徐々

に低下し、 30年代後半に再上昇する傾向を示し

ている。

次に稲・籾と米の輸送量を比較すると、 (a)米

輸送量が稲・籾を大きく上回っているが、

(b)1910年代後半から稲・籾輸送量が急増した結

果、その差は次第に縮まってきている　(a)は、

S.J.S.のように比較的遠距離の食糧輸送が行われ

る場合、稲米は精米の形での輸送が普通だったこ

とを意味していると考えられるO　米輸送量には後

述する大量の外米輸送が含まれていることも、そ

表8　S.J.S.の各四半期毎の稲・籾輸送(トン)

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

の数字を大きくしている原因の1つである。これ

に対して、農民が収穫した稲・籾の多くは在来の

輸送手段によってそのままの形、あるいは手抱き

米の形で近隣市場で販売されたり、農村に来る華

人商人の手で買い上げられて精米所に送られる、

あるいは端境期まで待って地元で売り出されるな

どするが、そのままの形で軌道を使って遠距離輸

送することは少なかったと思われる(51)。したが

って、 (b)の現象は稲の遠距離輸送が増加したこ

とを示しているが、それは後述するように精米所

が発展したことと関連が深いと思われる。

2,輸送時期の問題

S.J.S.の各商品の輸送量については、 1907年以

降は各四半期毎の輸送量が算出可能である。そこ

で稲・籾と米について、各四半期毎の輸送量をそ

れぞれ表8、表9に作成した。

午 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 合 計

1 9 0 7 年 3 , 4 12 6 8 . 0 % 1, 0 2 5 2 0 . 4 % 1 8 5 3 . 7 % 3 9 5 7 . 9 % 5 , 0 1 7

1 9 0 8 年 2 5 4 9 . 6 % 1, 3 3 0 5 0 . 2 % 2 0 5 7 . 7 % 8 6 1 3 2 . 5 % 2 , 6 4 8

1 9 0 9 年
1 , 7 7 5 4 4 . 1 % 6 16 1 5 . 3 % 1 9 5 4 . 8 % 1, 4 3 7 3 5 . 7 % 4 , 0 2 4

1 , 7 7 5 4 4 . 1 % 6 0 0 14 . 9 % 1 9 5 4 . 8 % 1, 1 1 7 2 7 . 8 % 4 , 0 2 4

1 9 1 0 年
1 , 2 0 7 5 0 ー3 % 3 2 8 1 3 . 7 % 2 2 7 9 . 5 % 7 8 8 3 2 . 8 % 2 , 4 0 0

1 , 3 7 8 5 7 . 4 % 3 2 8 1 3 . 7 % 2 2 7 9 . 5 % 7 8 8 3 2 . 8 % 2 , 4 0 0

1 9 1 1年 7 8 5 18 . 0 % 1. 5 4 6 3 5 . 4 % 8 3 7 19 . 2 % 1 , 1 9 6 2 7 . 4 % 4 , 3 6 7

1 9 1 2 年 8 9 5 2 0 . 1 % 1, 8 4 4 4 1 . 4 % 4 2 6 9 . 6 % 1 . 2 8 2 2 8 . 8 % 4 , 4 5 2

1 9 1 3 年 1 , 1 8 9 2 9 . 5 % 1, 5 4 3 3 8 . 3 % 4 8 4 12 . 0 % 8 10 2 0 . 1 % 4 , 0 3 0

1 9 1 4 年 2 . 5 4 6 4 2 . 2 % 1, 8 7 7 3 1 . 1 % 8 0 1 13 . 3 % 8 13 1 3 . 5 % 6 , 0 4 0

1 9 1 5 年 2 , 6 2 9 2 3 . 7 % 2 , 9 8 6 2 6 . 9 % 3 , 3 8 4 3 0 . 5 % 2 , 1 0 2 1 8 . 9 % l l , 1 0 2

1 9 1 6 年 3 , 9 6 2 2 8 . 5 % 4 , 0 6 0 2 9 . 2 % 1 , 5 1 8 10 . 9 % 4 , 3 7 1 3 1 . 4 % 1 3 , 9 1 1

1 9 1 7年 1 . 5 2 2 8 . 4 % 6 , 1 7 8 3 4 . 2 % 4 , 5 6 5 2 5 . 3 % 5 , 7 9 9 3 2 . 1 % 18 , 0 6 4

1 9 1 8 年 2 . 1 6 2 3 1 . 2 % 1 . 9 4 3 2 8 . 1 % 9 5 7 13 . 8 % 1 , 8 5 9 2 6 . 9 % 6 , 9 2 1

1 9 1 9 年 3 7 2 2 . 5 % 4 . 9 8 3 3 2 . 9 % 6 , 5 9 9 4 3 . 6 % 3 , 1 9 7 2 1 . 1 % 1 5 , 1 5 1

1 9 2 0 年 1 2 . 6 6 2 5 4 . 4 % 4 . 9 5 8 2 1 . 3 % 3 . 19 1 13 . 7 % 2 , 4 7 3 10 . 6 % 2 3 , 2 8 4

1 9 2 1年 5 , 2 4 6 4 3 . 0 % 3 , 1 8 9 2 6 . 2 % 1 , 6 5 7 1 3 . 6 % 2 , 0 9 4 1 7 . 2 % 12 , 1 8 6

1 9 2 2年 1 , 2 3 4 10 . 9 % 6 . 5 0 8 5 7 . 4 % 1 . 7 78 1 5 . 7 % 1 , 8 17 16 . 0 % l l , 3 3 7

1 9 2 3年 4 4 9 5 . 2 % 4 . 5 6 0 5 2 . 6 % 2 . 2 1 7 2 5 . 6 % 1 , 4 4 6 16 . 7 % 8 , 6 7 2

1 9 2 4年 8 6 9 4 . 8 % 7 , 9 9 1 4 4 . 4 % 6 ▼4 9 9 3 6 . 1 % 2 , 6 4 9 14 . 7 % 18 , 0 0 8

1 9 2 5年 2 , 9 3 4 1 2 . 8 % 1 2 , 0 5 8 5 2 . 6 % 4 , 6 8 2 2 0 . 4 % 3 , 2 4 4 14 . 2 % 2 2 , 9 1 8
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1 9 2 6年 1, 2 7 0 6 . 3 % 1 2 , 5 7 7 6 2 . 4 % 4 , 0 6 6 2 0 . 2 % 2 , 2 4 5 l l . 1 % 2 0 , 1 5 8

1 9 2 7年 3 ,4 3 0 1 8 . 4 % 1 0 , 6 5 6 5 7 . 3 % 1 , 8 8 3 1 0 . 1% 2 , 6 2 7 14 . 1 % 1 8 . 5 9 6

1 9 2 8年 2 , 1 1 1 1 2 . 7 % 9 , 5 9 9 5 7 . 8 % 2 , 4 5 0 1 4 . 8 % 2 , 4 4 5 14 . 7 % 1 6 , 6 0 5

1 9 2 9年 1, 1 5 0 5 . 8 % 1 2 , 3 1 7 6 1 . 9 % 3 , 1 9 7 1 6 . 1% 3 , 2 3 5 16 . 3 % 1 9 , 8 9 9

1 9 3 0年 2 , 8 15 1 5 . 1 % l l , 5 1 0 6 1 . 5 % 2 , 9 8 7 1 6 . 0 % 1 , 3 8 9 7 . 4 % 1 8 , 7 0 1

1 9 3 1年 1, 2 3 9 1 2 . 5 % 4 , 0 5 2 4 0 . 7 % 3 , 1 3 1 3 1 . 5 % 1 , 5 2 4 15 . 3 % 9 , 9 4 6

平 均 2, 2 6 9 2 0 . 1 % 4 , 8 5 8 4 3 . 0 % 2 , 1 6 8 1 9 . 2 % 2 , 0 0 0 1 7 . 7 % l l , 2 9 1

1 9 3 2年 2 , 4 2 5 3 4 . 1 % 4 9 2 6 . 9 % 7 . 1 3 0

1 9 3 3年 1, 4 4 3 2 1 . 1 % 6 . 6 5 9

1 9 3 4年 4 , 1 5 1 1 , 6 0 2 5 , 7 5 3

1 9 3 5年 3 , 3 5 6 1 . 4 7 5 4 , 8 3 1

1 9 3 6年 4 , 9 1 8 3 , 8 1 4 8 , 7 3 2

1 9 3 7年 7, 4 5 6 2 . 7 6 0 10 , 2 16

1 9 3 8 年 4 , 9 7 6 2 , 9 0 5 7 , 8 8 1

1 9 3 9年 12 , 8 6 9 7 , 1 8 0 2 0 , 0 4 9

出所:各四半期などの数字はARA所蔵の未刊行文書Archief SJS所収の各時期の輸送報告による。年合

計はSamarang-Joana Stoomtram-Maatschappij.Verslag over het jaar -・所収の数字による。必

ずしも合計があわない場合もあるが、そのまま掲載した。なお、 2通りの数字がある年は、上側が

当年報告の数字、下側は翌年報告に掲載の数字である。

表9　S.J.S.の各四半期毎の米輸送(トン)

午 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 匹∃半 期 第 4 四 半 期 年 合 計

1 9 0 7 年 7 , 2 1 6 2 9 . 7 % 1 0 , 0 2 1 4 1 . 2 % 4 , 3 6 6 1 8 . 0 % 2 , 7 0 5 l l . 1 % 2 4 , 3 0 8

1 9 0 8 年 3 , 2 5 8 16 . 4 % 8 , 6 9 7 4 3 . 8 % 5 , 0 4 6 2 5 . 4 % 2 , 8 7 7 14 . 5 % 19 , 8 7 7

1 9 0 9年
3 , 4 3 4 l l . 7 % l l , 3 7 0 3 8 . 7 % 8 , 4 4 2 2 8 . 8 % 6 , 0 0 9 2 0 . 5 % 2 9 , 3 4 2

3 , 6 1 1 12 . 3 % l l , 3 6 7 3 8 . 7 % 8 , 4 4 2 2 8 . 8 % 6 , 0 9 8 2 0 . 8 % 2 9 , 3 4 2

1 9 1 0 年
7 , 7 2 4 19 . 0 % 9 , 0 1 6 2 2 . 2 % l l , 0 4 6 2 7 . 2 % 1 2 , 7 8 5 3 1 . 5 % 4 0 , 5 9 4

7 , 7 5 5 19 . 1 % 9 , 0 0 7 2 2 . 2 % l l , 0 4 6 2 7 . 2 % 1 2 , 7 8 5 3 1 . 5 % 4 0 . 5 9 4

1 9 1 1年 12 , 4 2 3 3 8 . 5 % 7 , 5 3 9 2 3 . 4 % 4 , 3 8 8 1 3 . 6 % 7 , 5 9 7 2 3 . 6 % 3 2 , 2 3 5

1 9 1 2年 6 , 8 8 2 18 . 0 % 1 3 , 6 9 9 3 5 . 9 % 9 , 2 0 1 2 4 . 1 % 7 , 6 9 2 2 0 . 1 % 3 8 , 17 9

1 9 1 3 年
3 , 7 1 0 13 . 7 % 9 , 5 9 4 3 5 . 3 % 5 , 3 19 1 9 . 6 % 7 , 9 5 4 2 9 . 3 % 2 7 , 15 4

3 , 7 1 0 13 . 7 % 9 . 5 9 4 3 5 . 3 % 5 , 3 19 1 9 . 6 % 8 , 3 5 5 3 0 . 8 % 2 7 , 15 4

1 9 1 4 年
6 , 3 9 5 2 0 . 6 % 6 , 3 0 1 2 0 . 3 % 6 . 6 3 0 2 1 . 4 % l l , 6 6 6 3 7 . 6 % 3 0 , 9 9 6

6 , 3 9 5 2 0 . 6 % 6 , 3 0 3 2 0 . 3 % 6 , 6 3 0 2 1 . 4 % l l , 6 6 5 3 7 . 6 % 3 0 , 9 9 6

1 9 1 5 年
l l , 4 2 4 3 0 . 1 % 9 , 5 3 8 2 5 . 1 % 9 , 0 6 1 2 3 . 9 % 7 , 6 7 6 2 0 . 2 % 3 7 . 9 5 6

l l , 7 8 0 3 1 . 0 % 9 . 5 3 8 2 5 . 1 % 9 , 0 6 1 2 3 . 9 % 7 , 5 7 6 2 0 . 0 % 3 7 , 9 5 6

1 9 1 6 年
7 , 2 2 4 2 2 . 7 % 9 , 1 3 6 2 8 . 7 % 5 , 9 0 0 1 8 . 5 % 9 , 5 6 6 3 0 . 1 % 3 1 . 8 2 6

7 , 2 3 4 2 2 . 7 % 9 , 1 3 6 2 8 . 7 % 5 , 9 0 0 1 8 . 5 % 9 , 5 6 6 3 0 . 1 % 3 1 , 8 2 6

1 9 1 7 年 8 . 1 0 5 2 1 . 0 % 8 , 6 0 0 2 2 . 3 % 1 0 , 6 5 6 2 7 . 7 % l l , 1 6 8 2 9 . 0 % 3 8 , 5 2 9

1 9 1 8 年 12 , 1 4 2 2 9 . 3 % 8 , 7 3 4 2 1 . 1 % 6 , 4 2 5 1 5 . 5 % 1 4 . 1 8 0 3 4 . 2 % 4 1 , 4 8 2

1 9 1 9 年 6 , 0 8 5 14 . 8 % 1 4 , 1 3 3 3 4 . 4 % l l, 3 1 7 2 7 . 6 % 9 , 5 2 2 2 3 . 2 % 4 1 , 0 5 7

1 9 2 0 年 7 , 9 4 6 2 6 . 9 % 1 0 , 4 0 2 3 5 . 2 % 7 , 1 3 0 2 4 . 1 % 4 , 1 1 3 1 3 . 9 % 2 9 , 5 9 1

1 9 2 1年 5 , 3 2 3 9 . 5 % 1 4 , 2 2 9 2 5 . 3 % 2 1 , 0 5 4 3 7 . 5 % 1 5 . 5 3 0 2 7 . 7 % 5 6 , 13 6

1 9 2 2 年 l l , 6 3 8 2 7 . 9 % 9 , 3 8 8 2 2 . 5 % 1 1▼2 3 5 2 7 . 0 % 9 . 4 1 5 2 2 . 6 % 4 1 . 6 7 6

1 9 2 3 年 6 , 5 0 3 1 7 . 8 % 9 , 9 9 6 2 7 . 4 % 9 , 9 3 9 2 7 . 2 % 10 . 0 4 0 2 7 . 5 % 3 6 , 4 7 8

1 9 2 4 年 6 , 4 1 3 14 . 4 % 1 3 , 3 8 1 3 0 . 1 % 1 5 , 7 6 7 3 5 . 5 % 8 , 8 7 2 2 0 . 0 % 4 4 , 4 3 3
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サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

1 9 2 5年 8 , 0 8 5 19 . 3 % 9 , 5 0 9 2 2 . 7 % 1 0 , 5 5 9 2 5 . 2 % 1 3 , 7 8 5 3 2 . 9 % 4 1 . 9 3 8

1 9 2 6年 1 2 , 6 5 1 2 5 . 9 % 1 0 , 8 7 4 2 2 . 3 % 1 6 , 0 7 0 3 2 . 9 % 9 , 2 3 2 1 8 . 9 % 4 8 , 8 2 7

19 2 7年 6 , 8 3 1 2 2 . 5 % 1 0 , 4 2 4 3 4 . 3 % 7 , 0 0 7 2 3 . 0 % 6 , 15 4 2 0 . 2 % 3 0 , 4 1 6

19 2 8年 5 , 9 4 2 2 3 . 7 % 6 , 5 10 2 5 . 9 % 6 , 2 8 9 2 5 . 0 % 6 , 3 6 6 2 5 . 4 % 2 5 , 1 0 7

19 2 9年 5 , 6 4 9 1 7 . 9 % 8 , 4 7 0 2 6 . 8 % 9 , 0 3 4 2 8 . 6 % 8 , 4 3 2 2 6 . 7 % 3 1 , 5 8 5

19 3 0年 6 , 78 9 2 7 . 6 % 5 , 8 2 4 2 3 . 6 % 6 , 3 2 7 2 5 . 7 % 5 , 6 9 6 2 3 . 1 % 2 4 , 6 3 6

19 3 1年 6 , 9 0 0 2 8 . 5 % 4 , 4 5 1 1 8 . 4 % 6 , 6 0 1 2 7 . 3 % 6 , 2 2 1 2 5 . 7 % 2 4 , 1 7 3

平 均 7 , 3 2 8 2 1 . 3 % r 9 , 5 0 9 2 7 . 6 % 8 , 7 4 9 2 5 . 4 % 8 , 7 5 2 2 5 . 4 % 3 4 , 4 0 0

1 9 3 2・ 4 . 8 3 2 3 4 . 1 % 5 . 6 9 1 4 0 . 2 % 1 4 , 16 5

1 9 3 3年 9 , 9 3 5 1 8 , 4 9 6 2 8 , 4 3 1

1 9 3 4年 1 6 , 3 6 7 6 , 5 1 6 2 2 , 8 8 3

1 9 3 5年 4 , 6 7 7 7 , 3 1 7 l l, 9 9 4

1 9 3 6年 8 , 9 9 8 l l , 1 4 9 2 0 . 1 4 7

1 9 3 7年 1 5 , 4 4 0 8 , 9 9 3 2 4 , 4 3 3

1 9 3 8年 5 . 5 6 7 10 , 4 5 5 1 6 , 0 2 2

1 9 3 9年 7 . 1 1 6 15 , 9 2 8 2 3 , 0 4 4

出所:表8に同じ

ここからわかるのは以下の点であるO

先ず稲・籾については1907-31年平均でみると、

各Pg半期の輸送量が合計に占める比率は順に

20.1%、 43.0%、 19.2%、 17.7%である。この比

率を見ると雨季作稲の収穫期に当たる第2四半期

に輸送量が多いのは当然だが、それ以外の時期に

もかなりの輸送があることがわかる.この原因は

様々あろうが、 (B天候不順のために稲の収穫がず

れること、 ②乾季作稲が豊作で大量に輸送される

こと(52)、 ③何らかの理由、例えば1909年第4四

半期報告に「昨年から貯蔵されていた大量の稲が、

今輸送された」とあるように、おそらくは値上が

りを待つ目的で稲が保存されていたこと(53)、な

どの組み合わせによると考えられる.

次に米については、 1907-31年平均は順に

21.3%、 27.6%、 25.4%、 25.4%であり、稲と比

べると年間を通して平均して輸送されている.こ

の点にも様々な要因が働いているが、大きな影響

を及ぼしているものとしてスマランで輸入された

外米の輸送が挙げられよう。その絶対量は十分な

データが得られず不詳であるが(54)、四半期報告

でその動向を見ると「レンバン理事州はその米需

要を域内で満たすことができなかったので、大量

の外米を移入した」 [1910年第4四半期]、 「米輸

送量の増加はS.J.S.路線内では約12,800トン、直

接輸送では約2,300トンに上った。この増加は、

稲の不作の結果、スマランに大量の輸入が行われ

たことで生じた。前年に比べてスマランから

S.J.S.沿線-の輸送は20,600トン、 N.I.S.沿線-

の直接輸送は480トン増えた」 【1921年1-9月]

とあるように、内地米が不作でその輸送が減少す

る時に増加する。そして逆に、 「豊作のため、輸

入米のスマランから内陸部-沿線の輸送は大きく

減った」 [1916年第1四半期】とあるように、沿線

で米が豊作ならば外米輸送は減っている。こうし

て見ると、外米は1年の中でも内地米が品薄とな

る時期により多く輸送される傾向があり、そのこ

とが内地米の少なくなった輸送量を補い平準化を

もたらしたと考えられよう。
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3,輸送の方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　1-9月期の方向別輸送量データが四半期報告か

(1)方向別輸送データ分析　　　　　　　　　　　　ら得られる。それをもとに第1、第2、第3四半

さて、それではこれらの稲・籾、米はどこから　　期の方向別輸送量を算出して作成したのが表10、

どこ-輸送されたのだろうか。これについては　11である。

1919年から31年までの問、第1四半期、上半期、

表10　稲・籾の方向別輸送量(トン)

時 期 S .J .S .内
直 接 輸 送 積 み 換 え 輸 送

合 計

→ s .c .s . s .c .s .→ l→N .I .S . N .I.S .-→ S .C .S .-→ N .I.S .-

19 19 年 1～ 3 月 2 7 2 .2 5 2 72 .2 5

19 20 年 1 ～ 3 月 10 , 6 11 .9 5 1 0 .0 0 5 6 0 . 0 0 1. 4 8 0 . 15 1 2 , 6 62 . 10

19 2 1年 1～ 3 月 4 , 2 0 5 .9 5 1, 0 4 0 . 4 0 5 ,2 4 6 . 3 5

19 2 2 年 1 ～ 3 月 1, 2 3 3 .8 0 0 . 40 1, 2 3 4 . 2 0

19 2 3 年 1 ～ 3 月 3 4 4 .0 0 10 5. 2 5 0 . 0 5 4 4 9 . 3 0

19 2 4 年 1 ～ 3 月 6 0 6 . 15 11 2. 6 0 0 . 10 15 0 . 2 0 8 6 9 . 0 5

19 2 5 年 1 ～ 3 月 1, 4 6 2. 0 5 1 ,2 6 0 .3 5 5 0 .0 0 16 2 . 0 0 2 , 9 3 4 . 4 0

19 2 6 年 1 ～ 3 月 8 70 . 4 0 2 1 0. 0 0 10 .0 5 1 8 0 . 00 1, 2 7 0 . 4 5

19 2 7 年 1 ～ 3 月 . 2 . 2 69 . 3 0 1. 0 9 0. 0 5 0 .2 0 7 0 .0 0 3 . 4 2 9 . 5 5

19 2 8 年 1 ～ 3 月 1 , 8 28 . 6 0 1 7 0. 0 0 4 1. 4 5 7 1 .2 5 2 , 11 1 . 3 0

1 9 2 9 年 1 ～ 3 月 92 9 . 5 0 9 0 . 0 0 1 3 0 .0 0 1 . 14 9 . 5 0

1 9 3 0 年 1 ～ 3 月 2 , 60 4 . 8 5 4 0 . 0 0 1 7 0 .0 0 2 ー8 14 一8 5

1 9 3 1 年 1 ～ 3 月 1 , 22 6 . 0 0 12 . 5 5 1 , 2 3 8 . 5 5

1 9 3 2 年 1 ～ 3 月 2 ー40 3 . 3 0 0 . 7 6 1. 2 2 2 0 . 0 0 2 , 4 2 5 . 2 8

19 19 ~ 3 2 年 平 均 2 , 2 0 4 .8 6 2 2 0 . 59 0 . 0 5 4 8 . 2 8 2 4 8 . 1 5 0 .0 0 0 . 0 0 2 . 7 2 1. 9 4

19 19 ~ 3 1年 平 均 2 , 1 8 9 .6 0 2 3 7 . 56 0 . 0 0 5 1 . 9 0 2 6 5 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 , 7 4 4 . 7 6

1 9 19 年 4 ～ 6 月 4 ,2 4 9 . 95 2 3 . 8 0 8 0 8 . 4 5 5 , 0 82 . 2 0

1 9 20 年 4 ～ 6 月 4 ー0 6 3 . 30 1 50 . 4 0 7 3 4 . 10 10 . 0 0 4 . 95 7 . 8 0

1 9 2 1 年 4 ～ 6 月 3 , 1 19 . 35 l l . 10 0 . 1 0 7 6 . 5 5 3 ,2 0 7 . 10

19 2 2 年 4 ～ 6 月 4 . 9 9 6 .5 5 2 5 0 . 00 4 1 . 1 0 1, 2 2 0 . 3 0 6 , 50 7 . 9 5

19 2 3 年 4 ～ 6 月 4 , 0 9 8 .2 0 2 7 9 . 30 0 . 3 5 10 .0 0 17 1 . 4 5 4 , 5 5 9 . 3 0

19 2 4 年 4 ～ 6 月 6 , 3 9 4 .8 5 2 3 .4 0 1 . 5 0 1, 5 7 1. 4 5 7 , 9 9 1 . 2 0

19 2 5 年 4 ～ 6 月 8 ー8 5 7 .3 0 18 0. 0 0 10 .0 0 3 ▼0 10 . 6 0 12 . 0 5 7 . 9 0

19 2 6 年 4 ～ 6 月 8 , 7 4 5 .4 5 3 0. 0 0 3 , 8 0 0 . 9 5 0 . 2 0 12 , 5 7 6 . 6 0

19 2 7 年 4 ～ 6 月 7 , 5 9 1 .4 0 1 5 1. 7 0 1 . 1 0 2 , 9 1 1 . 7 5 10 , 6 5 5 . 9 5

19 2 8 年 4 ～ 6 月 7 , 9 9 7. 0 0 70 . 0 0 1 , 5 3 2 .0 0 9 , 5 9 9 . 0 0

1 9 2 9 年 4 ～ 6 月 8 . 8 2 4. 2 0 1 4 0. 0 0 0 . 10 3 , 3 5 2 . 70 12 , 3 1 7 . 0 0

1 9 3 0 年 4 ～ 6 月 8 , 6 1 9. 5 0 1 2 0. 0 0 2 0 .0 0 2 , 7 5 0 .4 5 ll , 5 0 9 . 9 5

1 9 3 1 年 4 ～ 6 月 2 , 7 6 1. ! 1 60 . 0 3 1 , 1 3 0 .2 3 4 , 0 5 2 . 1 4

19 19 ~ 3 1年 平 均 6 , 17 8 . 3 8 10 8 . 89 0 . 0 3 19 . 8 5 1 . 77 4 . 6 9 0 .0 2 0 . 7 7 8 , 0 8 2 . 6 2

1 9 1 9 年 7 ～ 9 月 5 , 83 5. 5 0 0 . 3 0 6 6 3 .8 0 6 , 4 9 9 .6 0

1 9 20 年 7 ～ 9 月 2 ー76 3. 0 0 0 . 30 0 . 10 42 7. 9 5 3 , 1 9 1. 3 5

1 9 2 1 年 7 ～ 9 月 1 , 58 1. 7 0 4 . 9 5 5 0. 0 0 0 . 5 0 1. 15 1 , 6 3 7. 3 0

1 9 22 年 7 ～ 9 月 1 , 25 3 . 1 5 4 30 . 00 1. 9 0 9 3. 1 0 1 , 7 78 . 1 5

1 9 23 年 7 ～ 9 月 1 , 95 2 . 1 5 2 53 . 00 12 . 0 0 2 ,2 17 . 1 5

1 92 4 年 7 ～ 9 月 4 ,2 6 9 . 1 5 2 70 . 00 9 6 0 . 0 0 6 ,4 9 9 . 15

19 2 5 年 7 ～ 9 月 2 , 10 1.2 5 2 , 2 80 . 00 0 . 0 5 3 0 . 0 0 2 7 0 . 3 0 4 ,6 8 1. 6 0
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サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

1 92 6 年 7 ～ 9 月 3 , 0 2 0二90 1 3 0 . 10 9 14 . 50 4 , 0 6 5 . 5 0

1 92 7 年 7 ～ 9 月 1. 4 2 6. 10 1 3 0 . 00 0 . 10 0 . 15 3 2 7. 35 1 , 8 8 3 . 7 0

19 2 8 年 7 ～ 9 月 2 , 3 8 9. 10 1 0 . 00 0 . 2 5 0 . 15 50 . 2 0 2 , 4 4 9 . 7 0

19 2 9 年 7 ～ 9 月 2 , 84 7. 6 0 9 0 . 00 4 0 . 0 0 0 . 0 5 2 20 . 0 5 3 , 1 9 7 . 7 0

19 3 0 年 7 ～ 9 月 2 , 5 9 7. 4 0 0 . 10 3 90 . 0 5 2 , 9 8 7 . 5 5

19 3 1 年 7 ～ 9 月 2 , 52 5 . 56 0 . 08 6 05 . 6 7 3 . 1 3 1 . 3 1

19 19 ~ 3 1年 平 均 2 ,6 5 8 . 6 6 2 7 6 . 8 0 6 . 9 5 2 . 56 3 7 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 4 0 1. 5 2

表11米の方向別輸送量(トン)

時 期 S .J .S .内
直 接 輸 送 積 み 換 え 輸 送

合 計

→ s .c .s . S 一c .s .→ → N .I.S . N .I.S .→ s .c .s .→ N .I .S .

19 19 年 1～ 3 月 5 ▼8 59 . 0 0 0 . 4 0 30 .0 0 1 16 . 0 5 7 9 . 2 0 6 , 0 8 4 . 6 5

19 2 0 年 1～ 3 月 7 ー4 56 . 15 1 5 7 . 4 0 0 . 10 3 1 1. 8 5 19 . 9 5 0 . 1 0 7 , 9 4 5 . 5 5

19 2 1年 1～ 3 月 4 , 64 4 . 0 5 1 5 . 10 2 0 . 10 50 6 .2 5 13 7 . 9 5 5 , 3 2 3 . 4 5

19 2 2 年 1～ 3 月 9 . 92 2 . 9 0 1 9 3 . 10 8 2 .0 0 2 5 4 .0 5 1 , 06 6 . 2 0 12 0 . 0 0 ll , 6 3 8 . 2 5

19 2 3 年 1～ 3 月 5 , 34 1. 6 0 6 . 8 5 2 0 .6 0 4 4 2 .2 5 6 9 1. 8 5 6 . 5 0 3 . 1 5

19 2 4 年 1～ 3 月 5 , 38 8 . 5 5 32 . 90 0 .2 5 6 5 1. 50 34 0 . 10 6 , 4 1 3 . 3 0

19 2 5 年 1～ 3 月 3 . 99 3 . 2 0 3 2 2 . 80 3 . 74 8 .8 5 2 0 . 5 0 8 , 0 8 5 . 3 5

19 2 6 年 1～ 3 月 l l, 1 12 . 5 0 1 . 90 4 2 .7 0 2 3 2 .3 0 1 , 26 1. 6 5 1 2 , 6 5 1 .0 5

19 2 7 年 1～ 3 月 3 . 93 0 . 5 5 1 . 7 2 1 . 35 0 .2 5 1 ,0 4 1.3 5 13 7 . 2 0 6 , 8 3 0 . 70

19 2 8 年 1～ 3 月 5 , 36 9 . 2 0 1 5 8 . 70 2 0 . 0 0 18 8 .7 5 2 0 4 . 8 0 0 . 2 5 5 , 94 1 . 70

19 2 9 年 1～ 3 月 3 .9 8 1 . 8 0 0 . 70 12 . 4 0 7 5 3 .2 0 9 0 0 . 1 0 1 . 0 5 5 , 64 9 .2 5

19 3 0 年 1～ 3 月 5 . 55 8 . 6 0 10 .2 5 3 . 3 0 4 9 5 .8 0 7 2 1 . 0 0 0 . 50 6 , 78 9 .4 5

19 3 1年 1～ 3 月 4 ,8 6 5 . 6 5 3 54 . 50 0 . 3 5 1 ,6 1 0 .9 0 6 8 . 0 5 0 . 15 6 ,8 9 9 . 6 0

19 3 2 年 1～ 3 月 2 ,7 9 3 . 9 8 3 3 . 5 0 0 . 0 5 1. 9 8 0 .5 0 2 3 . 5 9 4 ,8 3 1. 6 2

19 1 9 ~ 3 2 年 平 均 5 , 7 2 9 .8 4 2 14 . 9 6 1 6 . 5 8 88 0. 9 7 4 0 5 . 1 5 0 . 15 8 . 5 7 7 , 2 5 6 . 2 2

19 1 9 ~ 3 1 年 平 均 5 . 9 5 5 .6 7 2 2 8 . 9 2 1 7 . 8 5 79 6. 3 9 4 34 . 5 0 0 . 16 9 . 2 3 7 , 4 4 2 ー7 3

19 19 年 4 ～ 6 月 10 ,9 3 3 . 1 0 5 0 . 3 0 2 , 2 2 0 .2 0 9 1 9 . 7 5 10 .0 0 14 , 13 3 . 3 5

19 2 0年 4 ～ 6 月 9 .0 5 1 . 4 0 5 2 . 10 9 6 4. 6 0 3 3 4 . 0 5 0 . 0 5 10 , 4 0 2 . 2 0

19 2 1年 4 ～ 6 月 12 . 13 1 . 3 5 5 3 . 3 5 6 6 6 . 0 0 9 8 6. 1 5 3 8 2 . 0 5 1 0 . 0 0 14 ▼2 2 8 . 9 0

19 22 年 4 ～ 6 月 6 ,7 0 9 . 1 0 2 5 7 . 4 5 3 0 . 0 0 2 , 0 8 3. 5 0 3 0 2 . 3 0 5 . 0 0 9 , 3 8 7 . 3 5

19 23 年 4 ～ 6 月 6 ,2 2 2 .4 0 2 2 9 . 6 0 0 . 2 5 3 , 4 0 5. 7 5 1 3 8 .0 0 9 , 9 9 6 . 0 0

1 9 24 年 4 ～ 6 月 7, 0 6 4 . 7 0 1 ,7 5 4 . 2 0 0 . 2 0 4 , 2 3 0. 0 0 3 3 1 .2 5 13 , 3 8 0 . 3 5

1 9 25 年 4 ～ 6 月 7, 4 3 3 .4 5 15 8 . 0 5 2 2 . 1 5 1 , 5 1 0. 2 5 3 8 4 .5 0 0 . 3 5 9 , 5 0 8 . 7 5

1 9 26 年 4 ～ 6 月 5, 14 8 .8 5 2 ,5 7 2 . 8 5 0 . 2 5 2 , 9 4 7. 2 0 2 04 . 5 5 0 . 2 0 10 ー8 7 3 . 9 0

1 9 27 年 4 ～ 6 月 5, 9 7 8 .9 5 1. 2 9 0 . 8 5 0 . 3 0 2 , 9 7 0. 6 5 1 8 3. 8 5 0 . 0 5 10 , 4 2 4 . 6 5

1 92 8 年 4 ～ 6 月 4 . 2 0 9 . 15 3 7 5 . 4 5 1 0 . 6 5 1 , 8 9 0. 2 5 2 4 . 0 5 0 . 3 5 6 , 5 0 9 . 9 0

1 92 9 年 4 ～ 6 月 0, 0 5 5 .3 5 6 0 8 . 4 5 0 . 3 0 2 , 4 2 5. 1 5 3 79 . 2 5 0 . 9 0 8 , 4 6 9 .4 0

1 93 0 年 4 ～ 6 月 2 , 3 2 9 .5 0 1, 7 0 6 . 15 1 , 7 5 8. 0 0 2 9 . 10 0 . 6 0 5 , 8 2 3 . 3 5

19 3 1年 4 ～ 6 月 2 , 7 1 0 .7 0 2 3 6 . 6 9 4 . 6 2 1 , 4 12 . 6 3 8 6 . 3 3 0 . 1 5 4 , 4 5 1 . 12

1 9 19 ~ 3 1年 平 均 6 , 53 6 . 7 7 7 1 8 . 8 8 5 6 . 5 2 2 ,2 15 . 72 2 8 4 . 5 4 0 . 9 7 1 . 1 5 9 , 8 14 . 5 6

19 19 年 7 ～ 9 月 9 , 5 0 3 .2 5 14 . 5 5 0 . 4 0 4 79 . 4 0 1 , 3 19 . 15 l l , 3 1 6 .7 5

19 2 0 年 7 ～ 9 月 6 . 5 4 4. 5 0 14 0 . 3 5 10 6 . 2 5 33 9 . 2 5 7 , 13 0 .3 5

19 2 1 年 7～ 9 月 1 9, 1 4 7. 5 0 5 4 . 4 5 2 5 0 . 2 5 1 , 38 6 . 3 5 2 15 . 5 5 2 1 ,0 54 . 10

19 2 2 年 7 ～ 9 月 9 , 2 88 . 2 5 4 1 . 2 5 2 2 6 . 0 0 1 . 53 7 . 2 0 14 3 . 0 0 l l ,2 3 5 . 7 0

19 2 3 年 7 一、9 月 4 , 6 10 . 2 5 8 3 1 . 5 5 1 0 . 0 0 4 . 15 1. 0 0 33 5 . 6 5 9 ,9 3 8. 4 5

19 2 4 年 7 ′、9 月 5 , 2 75 . 8 0 1. 4 9 7 . 9 0 0 . 1 0 8 , 67 1. 30 3 2 2 . 6 5 15 ,7 6 7. 7 5
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19 2 5 年 7 ～ 9 月 6 , 9 9 7 . 35 9 6. 15 86 . 2 0 3 , 0 1 2 .9 0 3 62 .2 5 4 . 0 0 10 . 55 8 . 8 5

1 92 6 年 7～ 9 月 5 , 5 2 2 . 10 4 , 8 9 6. 4 5 0 . 5 0 5 , 5 3 8 . 70 1 12 .4 0 0 . 0 5 16 ,0 7 0 . 2 0

1 9 2 7 年 7 ～ 9 月 4 ,6 2 8 . 75 7 1 2. 6 5 0 . 3 5 1, 4 8 4 .4 0 1 80 . 15 7 , 00 6 . 3 0

1 9 2 8 年 7 ～ 9 月 4 ,3 5 2 . 25 1 2. 0 5 10 . 5 5 1, 9 0 2 . 70 1 . 15 10 . 5 0 6 . 28 9 . 2 0

1 9 2 9 年 7 ～ 9 月 5 ,3 8 2 . 00 2 1 5 .6 0 0 . 2 0 3, 2 0 8 . 2 5 2 2 5 .9 0 2 . 6 5 9 .0 3 4 . 6 0

1 9 3 0 年 7 ～ 9 月 2 ,4 5 8 . 20 1 , 6 0 1. 9 5 0 . 2 0 2 , 2 4 5 . 60 2 0 .9 0 0 . 2 5 6 , 32 7 . 10

1 9 3 1 年 7 ～ 9 月 3 ,8 19 . 32 1 6 0 . 52 0 .2 1 2 ー6 1 7 . 9 5 3 .0 3 0 . 2 0 6 . 60 1. 2 3

19 19 ~ 3 1年 平 均 6 , 7 3 3 .0 4 7 90 . 4 2 4 5 . 0 0 2 , 79 5 .5 4 2 7 5 . 4 6 1. 3 6 0 . O Q 1 0 ,6 4 0 . 8 1

表から明らかなように、稲・籾、米ともに

S.J.S.内輸送が最多である。.このことは、前章で

みたようにS.J.S.がその沿線に米の移出可能地域

と不足地域の両方を抱え、またスマランから沿線

向け外米輸送を担ってきたことを考えれば当然で

ある。

しかし同時に注目すべきは、他社線との直接輸

送がかなりの畳に上る時期が多いことである。い

まそれが輸送総量の1/4を越える時期を挙げると、

稲・籾の場合ではs.c.s.向け輸送の1925年第1四

半期(1,260.35トン、 42.95%)、第3四半期

(2,280.00トン、 48.70%)、 1927年第1匹】半期

(1,090.05トン、 31.78%)、そしてNエS.からの

受け取りの1926年第2四半期(3,800.95トン、

30.22%)、 1927年第2四半期(2,911.75トン、

27.33%)、 1929年第2四半期(3,352.70トン、

27.22%)、 1931年第2四半期(1,130.23トン、

27.89%)である。その結果、特に1925年の第1、

第3四半期のS.J.S.内輸送は総輸送量の半分にも

満たない。

米の場合にはこの傾向はさらに強く、 S.J.S.内

輸送が半分に達しない時期は1923年第3四半期

(46.39%)、 1924年第3四半期(33.46%)、 1925年

第1四半期(49.39%)、 1926年第2四半期

(47.35%)、 1926年第3四半期(34.36%)、 1930年

第3四半期(38.85%)と6回にも及ぶD　そして

N.I.S.向け輸送がとりわけ第2、 3四半期に多い。

そしてこの他社線との関係を整理すると、先ず

S.J.S.はN.I.S.からかなり大量に稲・籾を受け取

り、それに倍する量の米を第2、第3四半期を中

心に引き渡している。他方、 s.c.s.に対してはほ

ぼ一方的に稲・籾、米を引き渡しているといえる

が、その量はN.I.S.との関係ほど多くはない。こ

のように、稲・籾、米輸送では他社線との直接輸

送、とりわけN.I.S.との関係が極めて重要だった。

それでは、これらの輸送はどのような特徴を持っ

ていたのであろうか。以下、具体的に検討してみ

よう。

(2)稲・籾輸送の方向

①精米所の重要性

1910年代以後の四半期報告のS.J.S.路線内の稲

輸送に関する記述は、多くが沿線にある精米所向

けの輸送に関係している.例えば1916年第2匹】半

期には　rS.J.S.線内でのコンダン・ウェタン

(Kondang Wetan)とンガウェン(Ngawen)の精

米所-の稲輸送が増加した」 【1916年第2四半期]

という。その輸送量がどれほどだったかについて

はっきりした記載があるのは1925年第1四半期報

告だけだが(55)、それによるとこの3ケ月間に沿

線7精米所に向けて合計1,355トンが輸送されて

いる。これは同時期のS.J.S.内輸送量の92.7%を

占める。この時期には、 S.J.S.線を動く稲のほと

んどが精米所に搬入されたのであるO　また、 1917

年第4四半期には「稲の豊作のため、 S.J.S.内で

は輸送が1,792トン増加した。特にンガウェンの

精米所向け、輸送はかなり増加した(2,356トン増

加)。逆にコングン・ウェタン精米所向けは640ト

ン減少した」 【1917年第4四半期]とあり、豊作時

には搬入量が増え、 1精米所で数千トン規模に上

るものがあったことがわかる。
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それではS.J.S.沿線には精米所が何ヶ所あった

のだろうか。沿線で最も早い精米所の設立は1901

年だったようだ。同年8月の報告に「バジャット

(Badjat)私領地における精米所兼搾油所設立によ

って、当社の支配人との間で、 S.C. (スマラン・

チェリボン蒸気軌道)と同じように、これらの商

品の注文をそれぞれの駅で受けさせるようにする

ため、書簡が取り交わされた」 [1901年8月]とあ

る。ただしこれは私領地における精米所であり、

植民地政庁直轄領では1909年にデマック県に新設

され操業を開始したのが最初である。クドクスに

も設立が認可されたが、この年には建設されなか

った(56)。翌1910年にはデマック県タヌバヤン

(Tanoebajan)に華人が同県で2番目の精米所を

設立した。また前年に認可されたクドゥス県の精

米所も竣工したO　レンバン理事州でも、プロラ県

ンガウェンに蒸気機関を備えた精米所が建設され

た。この精米所は1日稲800ピコルを加工する能

力があったが、同年には稲不足のため38日間しか

操業できなかった　　1911年にも数は変わらな

かったが、クドゥス県の精米所は操業せず、ンガ

ウェンの精米所は月に10日間稼働しただけだっ

た(58)。

その後、 S.J.S.沿線では精米所の新設が続き、

その操業も次第に順調になっていったようだ。

1912年には「プヤラン(Boejaran)(59)とンガウェ

ンの精米所には、大量の稲と籾が近隣デサから荷

車(grobak)で運ばれてきた」 [1912年第3四半

期]とあり、 1910-11年には不振だったンガウェ

ンの精米所の操業も軌道に乗った(60)。こうして

1925年上半期報告によると、デマック周辺にコン

ダン・ウェタン(スマラン・デマック間)、プヤラ

ン(スマラン・デマック間)、デマック、プランジ

ャンガン(デマック)の4軒、内陸線沿線にゴドン

(Godong)、リム・シク・スワン(Liem Sik Swan)、

プルウオダティ、ウイロサリ(Wirosari)、クンド

ヴラン(Koendoeran)、ンガウェン、ギオッ

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

ク・ピー(GiokBie)(ンガウェン)の7軒、合計11

軒の精米所が操業しており、 1924年上半期には

13,446トン、 25年同時期には14,194トンの米を各

也-搬出していた[1925年上半期]。これらは

S.J.S.の輸送によって初めて十分な量の原料稲を

確保することが可能になり、また製品である米の

販路を安定的に獲得できたと考えることができよ

う(61)。

②S.J.S.線内からの稲の供給

それでは、これらの精米所など-稲を供給した

のはどの地域だったのだろうか。先ずS.J.S.沿線

内の輸送を考えてみよう。稲の発送元に触れた四

半期報告の記述には、次のようなものがある。

(a) 「輸送増加は主としてS.J.S.線内部輸送

の増加(2,033トン)のおかげである。デマ

ックとグロボガンにおける稲収穫の豊作

の結果、これらの地域から大量の稲が各

地の精米所に送られた」 [1917年第2四半

期】

(b) 「(稲輸送の)発展は、主にS.J.S.線内部

で生じた。特にデマック、ンガウェン、

グロボガンから大量の稲が輸送された」

[1919年上半期]

(C) 「グロボガンにおける稲収穫の後退の結

果、ブヤラン、デマック、ンガウェンの

精米所-の稲輸送が減った」 [1916年第3

四半期】

(d) T2回目の稲収穫はかなり良好だった。

グロボガン県(afdeeling)が精米所-送っ

た稲はかなり増加したI [1916年第4匹g半

期]

(e) 「ンガウェンにあるヤコメッティ氏の工

場は1910年に、約10万ピコルの稲をラン

ドクプラトウン(Randoeblatoeng)、チ

ェプ、クンドウラン、ゴドン、プルウオ

ダディから搬入し、米5万ピコルと糠

25,000ピコルをレンバン、ラセム、及び
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グンディ-発送する予定である(最後のル

ートはN.I.S.、 s.s.に向けられる)」

[1910年第1四半期]

(∫) 「毎年、かなりの量の稲がクンドウラン

からンガウェン-(主にクンドクランの市

の立つ日に)荷車(grobak)で輸送される。

ンガウェンの買い手は、輸送費がより安

いために荷車輸送(karrevervoer)の方を

選ぶのだ。 1amat(約6ピコル)の稲をク

ンドウランの市からンガウェン(買い手の

倉庫) -運ぶ場合の荷車輸送運賃はfO. 10

-fO.40(荷車輸送者による積み降ろしを

含む)の問である。軌道による輸送費は積

み降ろし賃金を含めて1amat当たり50セ

ントである。さらに加えて、買い手は普

通S.J.S.の貨車が満載可能な時に稲を買

い付けるのではないので、クンドウラン

で貯蔵場所を利用できなければならない.

これを行うのはンガウェンのシン・リア

ット・ホ商社(丘rma Sing Liat Ho)だけ

で、同社は稲を定期的に軌道で輸送して

いる」 [1916年第2四半期]

以上の記述から、稲の供給地は海岸線沿いのデ

マックと、内陸線沿線の諸地域(ゴドン、プルウ

オダディ、グロボガン、タンドウラン、ンガウェ

ン、チェプ)、さらにNエS.沿線のランドウプラ

トウンであることがわかるD　中でもグロボガンの

作柄は(C)からわかるように、精米所の経営の成

否にとって大きな意味を持っていた。ここからは

(d)にあるように、乾季作稲も提供された。また

(∫)から、タンドウランは恒常的に近くのンガウ

ェンに稲を供給していたといえるO

③NエS.からの稲輸送

さて、先に見たようにN.I.S.から大量の稲が

S.J.S.に引き渡されていたが、それらはどこから

来たのだろうか。 1910年第1四半期にランドクプ

ラトウンから稲がンガウェンの精米所に送られて

きたことは既に触れたが、この点についても改め

て四半期報告の記述を検討すると、 r稲豊作。

N.I.S.(ドプランDoplangとランドウプラトケン)

からも大量の稲が我々の路線に来たj [1915年第

2四半期]、 「ドプランとランドウプラトタンから

1915年第3四半期には663トンが我々の線-輸送

されたが、 1916年にはこの輸送は全く見られな

い」 [1916年第3四半期]、 「N.I.S.のドプランか

らンガウェンの精米所-送られた稲は200トン増

加した」 [1916年第4四半期]、 rs.c.s.向け輸送

はあまり減らなかったが、ドプランからンガウェ

ン-の輸送は250トン減った」 [1917年第4四半

期]、さらに「ババット(Babat)から稲702トンが

ンガウェン-送られた。この輸送は1917年にはな

かった」 【1918年第1四半期]という記述が得られ

る。ここから明らかなように、少なくとも1910年

代後半期にS.J.S.沿線精米所に大量の稲を比較的

定期的に送り出しているのは、ドプランとランド

ウプラトウンというレンバン理事州北部のプロラ

県ランドクプラトウン郡に位置する場所だった。

この郡はLandbouwatlasによると1919/20年住民

1人当たり稲収量が4. 14ピコルとレンバン理事州

内では群を抜いて高く、移出可能な米余り郡だ

った(62)。

これらの稲は、上に引いた報告書の記述から判

断するとンガウェンの精米所に送られた可能性が

高い。 「ンガウェンはかなり大量にグンディ・ス

ラバヤ線から稲を受け取った」 [1915年第3四半

期]、 「我々の沿線とそれに接するN.I.S.線沿線地

域では、稲収穫は非常に良好だった。 -ンガウェ

ンの精米所はN.I.S.から前年より1,570トン多く

を受け取った」 [1924年上半期】といった報告も、
つ

これを裏書きしている。

こうしてみると、 S.J.S.沿線精米所の原料稲は

主としてS.J.S.内陸線沿いの地域及びそれと繋が

るN.I.S.沿線の近隣地域から、 S.J.S.内陸線を経

由して輸送されたといえよう。
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④他社線向け稲輸送

以上に述べた他に、 1910年代以後にもかなりの

量の稲がそのままの形でS.J.S.からs.c.s.-輸送

されていた.ここでは特にその輸送量が多い1925

年の第1、第3四半期、 27年第1四半期の事情を

見ておきたいo　先ず25年第1四半期には合計

1,260トンほどが輸送されたが、その内の約98%

はs.c.s.に比較的近いデマック(510トン)、ブヤ

ラン(590トン)、ゴドン(130トン)からの発送であ

る。また1-3月という早い時期にこれだけの大

量輸送が可能になったのは、この年が豊作であり

稲の収穫が平年より早く始まったからだった。第

3四半期の大量輸送に関しては、同年1-9月期

報告に「大量の稲が他線-運ばれた。米の安値の

ために、稲を米に加工することは利益が出なかっ

た」とあり、稲の買い控えをしなかった唯一の精

米所であるプランジャンガンのシンピー(Sing

Bie)公司はS.J.S.沿線では需要がなく、また王侯

領は既にクラワン米が供給されたことによって7

月には米の販路がなくなり、スラバヤ-の販売を

試みていると書かれていることから見て、この時

期に本来は沿線精米所-搬入されるべき稲の一部

がs.c.s.-回された可能性が高い1927年第1四

半期も豊作と早期収穫が大量輸送の背景にあった。

他方、 N.I.S.向けの稲輸送は多くないが、具体

的な内容がわかるのは1908年から09年にかけてデ

マックからアンバラワ(Ambarawa)、トウンタ

ン(Toentang)、さらにサラティガ(Salatiga)と

ウイレムI世(Willem I)に駐屯する騎兵部隊の食

糧用として稲が送られたこと[1908年第2四半期、

第4四半期、 1909年第1四半期】、また内陸線の

クウ(Koewoe)から王侯領へ輸送されたこと

[1908年第2四半期]のみである。

(3)米の輸送

S.J.S.の米輸送を見ると-.その主要な流れは(り

輸入米のスマランから沿線各地-の輸送、 (9

S.J.S.沿線精米所で精米された米の沿線各地や他

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

社線-の輸送、 ③精米所以外からの輸送、の3つ

である(63)以下、順に検討しようO

(り外米輸送

外米がスマランから内陸部-輸送される場合、

四半期報告が輸送先として挙げているのは「米自

給が不可能な」レンバン理事州【1910年第4四半

期]、クドクス、レンバン、ラセム[1916年第3四

半期]、クドクス、ラセム、プルウオダディ[1917

年第4四半期]などだが、さらにNエS.まで送ら

れたこともある[1921年1-9月]。その輸送量は

当然、ジャワ米の作柄次第であるO　例えば1921年

1-9月期には稲の不作のため、スマランからの

輸入米輸送は前年同期比でS.J.S.沿線向けで

20,600トン、 N.I.S.-の直接輸送向けが480トン

増加している[1921年1-9月]。逆にS.J.S.沿線

とNエS.沿線で稲が大豊作だった1924年上半期の

外米内陸向け輸送は、 23年の4,068トンから3, 106

トンに減った【1924年上半期]。この傾向は翌年に

もさらに進み、スマランからの25年上半期の輸送

量はわずか247トンにまで減っている[1925年上半

期]。

②精米所からの米輸送

(a)S.J.S.沿線向け

精米所からの米輸送は行き先が様々だが、多く

はスマラン市向けである.例えば、 24年上半期に

各精米所がスマランに送った米の前年同期比での

増加量はコングン・ウェタン176トン、デマック

176トン、プランジャンガン250トン、ゴドン558

トン、プルウオダディ305トン、ウイロサリ269ト

ン、ンガウェン275トン[1924年上半期]であり、

合計すると2,000トンを越える。少なくともそれ

以上が送られたことになる。これら全てがスマラ

ン市やその周辺で消費されたのか、それともさら

に先-運ばれたのかは不詳であるが、食糧不足が

問題になった1920年には、政庁は稲をデマックと

ンガウェンの精米所-輸送してそこで精米させ、

米をスマランとチェプ-返送させている[1920年
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第1四半期]。スマランにとっては、外米ととも

にS.J.S.沿線精米所の米が極めて重要だったこと

はたしかである。

もちろん、精米所米はスマラン以外の沿線各地

にも送られている。例えば1910年にはンガウェン

のヤコメッティ精米所からレンバン、ラセム-米

が送られ[1910年第1四半期】、また1925年第1四

半期には「精米所からレンバン、ラセム-逮られ

た米は215トン増えた」 [1925年第1四半期]とあ

る。このことは、恒常的に精米所米が沿線各地で

消費されていたことを示唆している。先に表6で

見た「内地米」、 「gililingan米」の多くは、この

ようにして供給されたと思われる。

(b)S.C.S.向け

s.c.s.向け米輸送は稲輸送とともに、直接輸送

(rechtstreekschもerkeer)開始直後から盛んに行

われていた。月例報告から初期の輸送量のデータ

を挙げると、 1903年8月には稲232トン、米752ト

ン[1903年8月]、同年10月米584トン、 1904年10

月稲40トン、米528トン[1904年10月]、 1904年11

月米426トン[1904年11月】、 1903年12月には

s.c.s.のプカロンガン-稲米278トン、 1904年12

月には稲米216トンがs.c.s.のバンジャラン

(Bandjaran)向けに輸送され、 s.c.s.向け引き渡

し量合計は稲40トン、米328トンに達する【1904年

12月]。

これらの米はスマラン、レンバン両理事州内で

収穫されたもので、その輸送はs.c.s.沿線、特に

プカロンガン理事州で外米輸入を減少させること

になった。その事情について、 s.c.s.営業部長は

次のように説明している。

「スマランとチェリボンを経由した1901年

の外米の大量輸入は、既に1902年には減少し、

1903年には取るに足りない量に戻った。 1901

年には軌道はその交通地域内で20, 100トンの

米、稲、籾を輸送したが、主として外米だっ

た1902年の輸送量は7,124トンにすぎなか

ったが、この一部はジャワ米だった1903年

の輸送量は16,820トン、 1904年は20,720トン

だったが、この両年はほとんど全てがジャワ

産である。

ジャワ産の販売が促進されたのには、 2つ

の理由がある。

(1)スマラン・ジョアナ問の軌道とスマラ

ン・チェリボン問の軌道の安い通し切符

の導入。

(2)スマラン、プカロンガン、テガル、チェ

リボンという4沿岸地間の地方輸送のた

めの安い特別切符の実施。

軌道による輸送費の値下げは、当然、プラ

ウの輸送費引き下げをもたらし、現在では、

レンバンからチェリボン-運ばれる米は価格

の点でチェリボンに輸入される外国米と競争

できるまでになった。

これが既にチェリボンで可能なので、テガ

ル、プカロンガンではそれは当然より容易で

あるようで、 1903年には既に3,800トン、

1904年には10,307トンの米が軌道でスマラン

とレンバンから主にプカロンガンに輸送され

た」 (64)

このように、通し輸送によってS.J.S.沿線の米

は新たな市場を獲得したのであった。

やがてS.J.S.沿線で精米所が発展すると、この

s.c.s.向け米輸送でも精米所米が大きな部分を占

めるようになったと考えられる。例えば1925年第

1四半期には精米所からs.c.s.向けの輸送量は前

年同期を249トン上回ったが、この増加は米の

s.c.s.向け直接輸送の増加量289.9トンの85.9%

を占めており、精米所からの輸送量の増減が

s.c.s.向け直接輸送の増減を規定する主要な要因

になっている。

この時期にs.c.s.向け輸送が特に多いのは1924

年第2、 3四半期、 26年第2、第3四半期、 27年

第1四半期、 30年第2、第3四半期などだが、も
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ちろんこれらの時期にはS.J.S.沿線の稲は豊作で

あった。例えば27年第1四半期報告は、 r稲の早

期の豊作の結果、昨年に当時の食糧不足との関連

で必要だったスマランから内陸-の輸送とN.I.S.

からS.J.S.沿線-の輸送は、余計なものになったO
C

逆にs.c.s./s.s."向け(1914年1月1日にチェリ

ボンでs.s.とs.c.s.の連絡線竣工)、 Nよs.向け輸

送は増えた」と述べている。もっともなぜこの時

期に特に多いのかは、移出先の事情にも規定され

る。 s.c.s.沿線のバタン、プカロンガン、チェリ

ボン各県(afdeeling)の1人当たり平均稲生産高

(1919/20年)は順に2.28ピコル、 2.16ピコル、

2.66ピコルであり(66)、 2.25ピコル以上が自給可

能であるとする基準に照らすならば食糧事情が不

安定で米移入がしばしば必要な地域であったとい

ってよい。しかし、これらの地域には以前から西

ジャワのクラワン米がプラウなどで輸送されてき

ていた。したがって、 S.J.S.沿線の米は、外米だ

けではなくこれらの米とも競争しなければならず、

そのs.c.s.向け輸送量は西ジャワの作柄にも規定

される.上に挙げた時期の中では1926年について

のみ「多くの稲が、そこでの一部凶作との関連で

西ジャワ-送られた」 [1926年上半期]と事情が明

らかになるが、それ以外の時期については不詳で

ある(67)。

(c) N.I.S.向け

N.I.S.向け輸送はs.c.s.向けよりはるかに多い

が、行き先はジョクジャ(Djocja)方面向けと、

グンティ・スラバヤ線経由による東ジャワ方面向

けに大別される。

前者については、 「直接輸送での大量米輸送が

主としてソロとジョクジャ向けに行われ、プルウ

オダティ・グンティ線にとってよい方向に働い

た」 [1909年第2四半期]、 「プルウオダディ、ウ

イロサリ、ンガウェンとギオック・ピー支線(-

ンガウェン)からジョクジャ向けに送られる米は

かなり減った」 [1916年第3四半期]、 「ンガウェ

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

ンの精米所とギオック・ピー精米所がソロ、ジョ

クジャ、パンダンガン(Pandangan)-送った米

は増加した」 [1917年第4四半期]、 「食糧不足の

ために米輸入が激増した。 -しかし精米所からの

輸送は激減した-S.J.S.から王侯領向けは特に

2,750トン減った」 [1926年第1四半期]、 「N.I.S.

線-の米輸送は、とりわけ王侯領向けが2,405ト

ン増加した」 [1929年1-9月】などの記事があり、

恒常的にかなりの量が輸送されていたこと、しか

し増減も激しかったことが窺われる。いずれにせ

よ王侯額は一貫して米不足地域であり(68)、この

輸送は不可欠だったといえる。

これらの米は基本的にはグンディでNエS.線に

積み換えられたが、このルートは以前から王侯額

向け米輸送のメインルートだったようだ。 1898年

の年次報告書に「プルウオダディ・グンディ線は

非常に少ない米輸送の結果、本年には1897年より

貨物輸送収入がf12,971.70少なく-」、 「(報告午

末の数ヶ月間)米輸送も、東端地方から王侯額-

かなりの米輸送が行われたことによって、前年を

下回った。この輸送にプルウオダディの商人達は

有利に競争できず、その結果、そこにはストック

が残った」 【verslag 1898:8,10]という記事があり、

既にこの時期からプルウオダディで地元の商人が

集荷した米が、 S.J.S.でグンディまで送られ、そ

こからN.I.S.で王侯領に送られたことを示して.い

る(69)。

他方、スラバヤ方面-の輸送について明確に述

べた記事は、 1910年代末にのみ見られ、 「逆に

s.s.向け、 NエS.向け輸送は増加した。ただNエS.

向け輸送は王侯餌向けの一部がスラバヤ向けに変

わった」 【1917年第2四半期]、 「政庁によると収

穫は平年並みとのことだが、華人商人は稲収穫は

少なすぎると主張している。加えて稲は高値のた

めに多くの部分が精米所、特にンガウェンの精米

所に送られ、そこから米がババット、ラモンガン

(Lamongan)、スラバヤ、その他の食糧が不足し
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ている東ジャワ各地に送られる」 [1917年第3四

半期]、 「ンガウェンからのスラバヤ向け輸送は、

(送り先が)レンバン、ラセムに変更された」

[1918年第2四半期]、 「あらゆる交通において輸

送は激減したが、特に王侯領向けとグンディ・ス

ラバヤ線向けが激しかった」 [1918年第3四半期]

などがある。しかし、この輸送が王侯領向けのよ

うに恒常的に行われたか否かは不詳である。

これらのN.I.S.向けの米も、既に引いた史料か

らみると1910年代以後は精米所で精米されたもの

が主になったようだ(70)。その中でもスラバヤ方

面向けは主にンガウェン精米所から発送された。

こうしてみると、 S.J.S.沿線精米所はNエS.沿

線から受け取った稲を、加工して米の形にして送

り返していたことになる　N.I.S.沿線ランドウプ

ラトウンなどから送られた稲10万ピコルがヤコメ

ッティ精米所(ンガウェン)で米5万ピコル、糠

2.5万ピコルに加工され、その一部がグンディを

経由してNエS.、さらに先のs.s.沿線-送られた

という、先に引いた1910年第1四半期の事例は、

そのことを典型的に示している(71)。

③精米所以外からの米の輸送

最後に、精米所以外からの米の発送に触れてお

く。既に見たように、 S.J.S.の米輸送は精米所が

設立される以前から盛んであり、精米所外のどこ

かで「精米J　された米が流通していたことになる。

そしてこのような形での米の輸送は1910年代以降

も続いたと考えられ、その量は時には2,000トン

を越えることもあった(72)。いずれにせよ、例え

ば表6のスマラン郡の「原註」に見える、スマラ

ン市で食べられているl(c)デマックのいくつか

のデサのよく鴇かれたデサ米」、 「(d)収穫期にゲ

ヌツク(Genoek) 、プルンプン(Broemboeng) 、

カランガウェン(Karangawen)、タングン

(Tanggoeng)で多量の米を買い上げる原住民商人

からの米」は、そうした米が流通していたことを

示している(73)。ただ、その実態を示す史料は得

られず、ここでそれを述べることはできない。今

後の課題にしたい。

おわリに

本稿では、 S.J.S.がどのように稲・籾、米の輸

送に関わったかを検討してきた。これまで述べて

きたように、その輸送は恐慌期までは基本的に発

展し、しかもそれは通し輸送という形でS.J.S.顔

の範囲を越えて展開した。この結果、沿線各地に

精米所が発展し、初桝ま少なかった稲・籾の輸送

も次第に増加してきた。それではこのような展開

は、この地域のそれまでの輸送事情の中ではどの

ように位置付けられるのだうか。最後に、この問

題を考えておきたい。

S.J.S.沿線地域では、従来から北海岸沿いに究

地式帆船プラウによる貨物輸送が盛んだった.

S.J.S.海岸線がまだジョアナまでしか開通してお

らず、 s.c.s.やN.I.S.との通し輸送も行われてい

なかった1890年代前半の調査によると、プラウは

最大の米産地である西ジャワ・クラワンから米を

毎年北海岸各地-運んでいたが、そこにはレンバ

ンも含まれていた(74)。またジャバラ・スマラン

間には「原住民船(tjempieng, majang, soaratan,

djabor)の定期就航」が維持されており、稲米も

輸送されていた。レンバン県のいくつかのデサで

は何健かのプラウが「商業のために航行し、たい

ていは煙草、米(豊作の場合)、その他の農産物を

積む。ほとんどがジャワの沿岸向け、スラバヤ、

スマラン、チェリボン-向かうが、バンジヤルマ

シン、ボルネオ西海岸やシンガポール-行くもの

もある」 (75)という状況だった.

このように北岸沿いではプラクによる稲米輸送

が盛んだったのに対して、レンバン理事州内陸部

の陸上交通は極めて遅れた状態にあった。 1890年

調査は「陸上交通は必要を満たすものではない。
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理事州内各県間及び隣接理事州との問の交通が不

十分だからである。各県の大部分でさえも徒歩道

と乗馬道(車は通れない)で結ばれているにすぎず、

車輸送は問題にならない。 -住民の日常の必要物

や農産物は、例外的に若干の幹線道路を通ってあ
C

る地域から別の地域-輸送されるにすぎない。こ

れらは概してなお荷運び人夫や荷馬によってなさ

れる」 (76)と述べる。したがって、内陸部の稲米を

レンバンやスマランの沿岸地方-輸送することは

困難だったと考えられる。

このような輸送事情の中に参入してきたS.J.S.

は、政庁が「S.J.S.は1889年、プルウオダディか

らウイロサリ-の支線を竣工した。これは米輸送

にとって非常に重要で、大きな利点が期待でき

る」 (77)と述べるように、当初から内陸部の米輸送

に大きな役割を果たすことが期待された。そして

実際、 S.J.S.は当初から稲米の大量輸送を担った.

1890年経済調査は、 「スマランからデマックを越

えてジョアナに至り、さらにデマックとプルウオ

ダディを経由してウイロサリ-向かう軌道の建設

は、人とモノの輸送に極めて大きな影響を与え、

それは常に拡大している。現在では大量の米と木

材の輸送が、完全に汽車でなされる」 (78)、 rこの

理事W(-スマラン)で完成した蒸気軌道(スマラ

ン・ジョアナ問、スマラン、デマック、プルウオ

ダディとウイロサリ問、プルウオダディ・グンデ

イ間)は、特に稲米商業に好影響を与えたといえ

る。もっともその利益は買い上げ者のものであり、

農民にとっての意義は小さかった」 (79)と、述べて

いる。こうした役割は、 20世紀に入り、通し輸送

が実現することによっていっそう大きくなったと

思われる。先述したレンバン産米、スマラン産米

の北岸西部-の本格的輸送も、その1つの表れだ

った。 S.J.S.は北海岸沿いではプラウの競争者と

して登場し、内陸との関係ではレンバン理事州内

陸部と海岸部を崇ぐ新しい稲米輸送ルートを創り

出したといえよう.

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

しかし、それゆえにこそ在来交通手段との競争

は激化し、北岸プラクに対抗するためにS.J.S.は

s.c.s.との直接輸送では早くも1899年に木材に関

する割引運賃を導入した【Verslag 1899:18L　そ

れはその後、適用対象が拡大され【ibid., Ve∋rslag

1900:18-19; 1902:22】、またN.I.S.のグンディ・

スラバヤ線との直接輸送でも、 1906年までには特

別運賃が導入された【verslag 1906:18】。

これらの対策は、輸送をS.J.S.に引き寄せる上

で大きな役割を果たしたようだ。福祉減退調査に

よるとS.J.S.沿線諸県のプラウはジャバラ県を除

いて減少し(80)、その理由には「ジョアナ-レン

バンーラセム間と、レンバンープロラ間の蒸気軌

道建設」 (81)、 rレンバンとラセムの華人がその商

品をしばしば軌道で輸送させる」 (82)ことが挙げら

れる。 Nよs.との直接輸送の特別運賃も「この輸

送、特に米輸送の増加に貢献した」 【Verslag

1906-18】と評価される。そしてこの輸送は、レン

バン理事州内陸部とスラバヤを結んでいたソロ河

のプラク輸送にも大きな影響を与えたようだ。福

祉減退調査は「水上輸送(ソロ河)は軌道の競争で、

非常に減少した。商業プラウ数は1895年の36膿、

591mから、 21膿、 442msに減った。 -ポジョネゴ

ロからスラバヤ-の運賃はf7.50/コヤン(-

1,853kg)からf3.50に低下した(トウバン)」、 「プ

ラク輸送業者数は、軌道の競争によって減った

(プロラ)」(83)と述べている。こうして、これ以降、

稲米を含むこの地域の貨物輸送のシェアは、次第

にプラクから軌道-と移っていった。

しかし、このことは軌道が在来輸送手段を一方

的に押し退けて、地域の稲米輸送を独占したこと

を意味するのではない1924年～25年初の稲豊作

による米価下落傾向の中、唯一通常通りの稲を買

い付けたプランジャンガンのシン・ピー公司はそ

れをスラバヤで売るため、当初はスマランからプ

ラクで輸送することを計画していた。これに対し

てS.J.S.とNエS.はクラデナン(Kradenan)経由で

-63　-



満載した貨車で500トン以上を輸送する場合、運

賃を10%割り引くことを提案して、この輸送を獲

得したという[1925年1-9月]。このことは、 20

年代半ばに至ってもなお、米の長距離輸送でプラ

ウが活躍する余地があり、軌道側は対抗措置を取

らねばならなかったことを示している。また、比

較的短距離の輸送では、先に58頁の史料(f)で

みたように、運賃の安い荷車輸送が依然として強

力なライバルだった。

さらに、 1920年代後半になると、 S.J.S.にはト

ラックという新たな競争相手が登場する1929年

の年次報告によると、トラックの攻勢は特にスマ

ラン・クドゥス間で、運賃が高い小荷物輸送にお

いて激しかった　S.J.S.側はこれに運賃値下げで

対応するとともに、スマランとクドクスでは荷物

を発送者宅で受け取り、宛先人の住所まで届ける

というAサービス、 Bサービスを導入している

[Verslag 1929-1:6-7Jォ4サ。このサービスは、 30年

にはパティ、ジョアナ、プルウオダディ、 31年に

はデマック、レンバン、ラセム、プロラ、ゴドン、

ウイロサリ、 33年にはさらにマヨン、プチヤガ-

ン、タユ、チェプにも拡大されたtVerslag 1930-

D8-9; 1931-1:9 ; 1933-1:7】。

このように、 S.J.S.の稲米輸送は新しい輸送ル

ートを創出する一方、在来輸送手段や新たな輸送

手段との激しい競争を生み、それとの対抗関係の

中で推移してきた。そして、それは地域の稲・米

流通の全てを支配したのではなかった。とりわけ

比較的短距離の輸送は、依然として軌道が手中に

収めることができなかったのである(85)。
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(2)この文書はオランダ国立総文書館(ARA)に

所蔵され、請求番号(Nummer toegang)揺

2.20.18である。本稿ではこの文書の中の輸

送報告を主に利用した.これらは当初は月例

報告(Maan血apport van den Chef der 4e

Afdeeling)だったが、 1908年以降はPg半期毎

の報告になり、 1919年以降は第1四半期、上

半期、 1-9月期の報告になった。本稿では

ここからの引用は、該当部分の後ろに[1901

年8月】、 [1910年第1四半期1、 [1919年上半

期]、 [1932年1-9月]のように出典を示すO

また、同社は1882年から株主総会向けの年次

報告書を作成しており、 KITLV(オランダ国

立民族研究所)には1892-1939年版が若干の

欠落はあるが所蔵されている。これについて

は、本稿では【Verslag 18921のように略記す

る。

( 3 ) Encyclopaedic昭n Nederlandsch-Indie, IV:79
つ

(以下、 Encyclopaedicと省略)

( 4 )以上の記述はReitsma, S.A., Korte Geschie-

denis der Nederlandsch -Indische Spoor- eD

Tramwegen, 1928による。なお、ジャワの
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各鉄道は糖業や森林伐採所など大量輸送が見

込まれる営業-は、支線を建設してきた。

1907年当時のデータによるとS.J.S.にはその

ような支線が33本あったが【Be Tramwegen

op Java, Gedenkboek derSJS-lOl]、これら

は表1には含まれていない。

(5)この協定の正式名称は``Overeenkomsten

tusschen de Sa皿arang-Joana en de Sama-

rang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij,

Regelende: A. Het rechtstreeksch verkeer,

enz. B. Het gemeenschappelijk gebruik van

net Centraalstation. C. Het wederziidsch

gebruik van rollend materieel. In werking

getreden 1 Juni 1897"といい、直接乗り入

れ、スマラン中央駅の共同使用、車両の共同

使用などを規定している。同名の冊子の形で

KITLVに所蔵されている。なお、 S.J.S.年次

報告によると、両社間を行き来した主な貨物

は年によって変わるが、引き渡しが木材、石

油、大豆、米などであり、受け取りは砂糖黍

苗、石灰、煙草などだった。

( 6)この協定はREGELING VOOR DE OVER-

GAVE VAN GOEDEREN TE SAMARANG

EN TE GOENDIH TUSSCHEN DEN Spoor-

weg Samarang Vbrstenlanden der Neder-

landsch-Indische Spoorweg Maatschappij

EENERZIJDS EN DEN Samarang-Joana

Stoomtram ANDERZIJDS.というタイトル

の冊子(KITLV所蔵)に全文が掲載されてい

る。

(7)これらの路線で連絡方式が異なるのは、

S.J.S.、 s.c.s.及びNエS.の軌道線の線路が

1,067mm幅の狭軌であり相互乗り入れが可

能なのに対し、 N.I.S.のスマラン・王侯傍線

のみは1,435mm幅の標準軌だったことによ

る.軌道幅などについては、前掲Encyclopaedie,

IV:76-80を参照.

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

(8)S.J.S.の営業状況については詳述しないが、

通し輸送に関する表から1930年代の悪化が見

てとれる。これは世界恐慌の影響によるもの

であり、 1931年収入は前年比で22.1%も減り

【Ⅵ∋rslag 1931-1:5】、 1936年収入は29年収入

の1/3以下になった【Memorie van Overgave,

Japara-Rembang 1936:1511。

(9)これらの食糧事情は時期によって大きく変化

した。 1896年と1923/24年の比較によれば、

中ジャワでは外米、トウモロコシ、キャッサ

バの消費が以前よりずっと増加し、スマラン、

レンバン理事州では端境期における外米利用

が大きく拡大した。またレンバン県、グロボ

ガン県ではトウモロコシが、そしてキャッサ

バもレンバン県、ポジョネゴロ県、プロラ県

で主食として重要であるといわれる。詳しく

はLandbouwatlas [ 1926 tekst:86-92】

を参照。また福祉減退調査によると、当時の

デマック県、グロボガン県、パティ県では外

米の輸入・消費は例外的で、クドクス、ジャ

バラ県では移入されていない【M. W. E.

Semarang 731。またレンバン理事州でも外

米使用は例外的である【M.W.E. Rembang 69,

70, 73】。

(10)デマック県の中でウェドゥン(Wedoeng)那

は表5に従えば1人当たり収量が最も高いに

もかかわらず、表6では端境期に外米が消費

されている。この理由は不詳だが、 1910年代

後半の状況を描いたと思われるEncyclopaedic

【IV:732】の記述によると、この郡はセラン

(Serang)河とウルハン(Woeloehan)還河の

堤防決壊による洪水に見舞われており、それ

が影響している可能性もある。

(ll)これには、トウモロコシを好むという地域の

人々の時好の問題も絡んでいたと思われる。

例えばカエン郡で収穫直後に稲を全部売って

しまい、年中トウモロコシを主食にしている
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こと、ウンダカン郡で「米余りにもかかわら

ず、栄養価がより高いのでトウモロコシが好

まれる」こと、レンバンで稲収穫直後にもト

ウモロコシが広く主食に用いられることは、

そのことを裏書きしていよう。

(12) M.W.L.Semarang 203

(13) M.W.E.Semarang 69

(14)なお、この県では農民の稲販売は極めて盛ん

であり、 「庶民は行政官吏によって、再々稲

を多く売りすぎないように説得される」

【M.W.I一.Semarang 2011ほどだったが、商人

の手に入った稲は域内消費向けに売られ

[M.W.L.Semarang 198]、移出されることは

なかった.

(15) Koloniaal Verslag 1892, bijl.C, Samarang

(以下、 KーⅤと省略)

(16) M.W.L.Semarang 203

(17)M.W.E.Semarang 73

(18) 「1898年に天候不順と様々な稲の病害

(0m0-S)、 1899年には牛疫流行により一連の

異常な年が始まって以降、主として1901、 02

年に発生した。 (なおデマック及び隣接する

グロボガンでは、1849-50、 1872-73、 1900

-03年に飢餓が発生している)」 【M.W.E. Se-

marang 69]とあるように、世紀転換期には

異常事態が続いたが、それでもこの県からは

稲が移出されたようで、 「1901-02年に食糧

が乏しかった際、なお貯蔵されている稲が全

て買い上げられ輸出されることを防止するた

め、行政当局の手で若干の公式手続きが指示

された」 【M.W.L.Semarang 201】とあるよう

に、それによる食糧危機防止のために対策が

取られなければならなかった。なお、この段

階のデマック県はデマック、ウェドゥン、サ

ンプン、マンガルの4郡から構成され、 1930

年と比べるとグロゴル、シンゲンロルがなく、

明らかにLandbouwatlas調査時より狭いが、

地域の食糧事情を連続的に考える上で大きな

支障はない。

(19)Verslag van het Inlandsch Credietwezen

over 1907 tot Augustus 1908, blz.15 (M.W.

VIa:3G noot lに引用)

(20)この県でも稲取引は活発だったようで、福祉

減退調査時にはスマラン県に属していたシン

ゲンキドケル郡、グロゴル郡には稲市場があ

った【M.W.L. Semarang 198】。

(21) M.W.L.Semarang 203

(22) M.W.E.Semarang 73

(23)この時期にはやはりここでも異常事態が続い

た。福祉減退調査は「1900-01年と1902年初

めに飢餓(hongersnood)が発生したが、食糧

不足は既に1898年には始まっていた。上述の

3年は、天候不順(雨不足)と住民の病気、牛

疫のため、凶作だった」 【M.W.E.Semarang

G9】と述べている。

(24)なお、ここでも稲買上商人の活動が極めて活

発であり、当局は農民が安く買いたたかれる

のを防止するためにデサ・ルンプン設立を進

め、またパッサールでの稲販売を禁じたが、

十分な効果を上げることができなかったよう

である。福祉減退調査には「収穫直後の稲を

非常に安く手放すことは、本県の住民に広く

見られる悪習である1902年以来、デサ・ル

ンプンの設立により、これを可能な限り終わ

らせた。住民は自分の稲を売ることが許され

る前に、先ずデサ・ルンプンを一杯にしなけ

ればならない。他方、住民に対して稲をその

まま売るのではなく米の形で市場に出すよう

にアドバイスされた」 【M.W.E.Semarang

G9】、 「稲の収穫は大部分が販売されるが、そ

れはその収入であらゆ.る日々の必要をまかな

うからだ.テバサンは行われない.収穫直後

に華人に大量の稲を非常に安値で売ってしま

う習慣は、 1902年にデサ・ルンプンが導入さ

-66-



れて以降なくなった。先ずそれが満たされ、

その後に住民は彼らの稲を売ることを許可さ

れる。住民はこの3年間、その収穫にいつも

よい価格を実現できたが、それは彼らが稲の

代わりにそこから得られた米を、この目的の

ために道端やパッサールで秤を持って座って

いる華人に販売したからだ」 [M.W.L.Semarang

l98】、 「グロボガンで以前に有効だった、農

民が生産物を米に加工してより高い価格を実

現することを義務づける目的を持った、パッ

サールでの稲販売禁止の結果、稲をデサ内で

当然に安く窮迫的に販売することが生じた。

したがって、この禁止はもうしっかりとは守

られてはいない。ルンプンの稲ストックは次

の収穫期までに、優先的に販売女や小商人に

売られるが、彼らはしばしば少量を前借りで

買い、米に鴇いて売って利益を上げる」

【Verslag van het Inlandsch Credietwezen

over 1907 totAugustus 1908, blz.15 (M.W.

VIa:36noot 1)などの記述がある。

(25) M.W.L.Semarang 203

(26) M.W.段階のパティ県の範Bflが血dbouwatlas

調査時と同じか否かは不明だが、周PBの県は

ほとんど変わっていないことから、大きな差

はないと考えられる。

(27)M.W.E.Semarang 69

(28)M.W.L. Semarang 203

(29) M.W.L.Semarang 203

(30) M.W.L.Semarang 203

OD M.W.E.Semarang 73

(32) M.W.E.Semarang 69

(33) KV.189i: bijl.PPP

(34) K.V. 1892:bijl.C, Rembang

(35) K.V.1892:bijl.C, Rembang

(36) K.V.1893, bijl.SSS

(37) M.¥V.L.Rembang 203

(38)M.¥V.E.Rembang 73

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

(39) M.W.E. Rembang 69

(40)M.W.V. Batavia 500

(41) M.W.L.Rembang 203

(42) K.V.1890:bijl.NNN

(43)M.W.E. Rembang 73

(44) M.W.L.Rembang 203

(45) M.W.E.Rembang 70

(46) K.V.1896: bijl.QQQ

(47) M.W.L.Rembang 203

(48) M.W.E.Rembang 73

(49)その原因については、輸出向け商品作物栽培

の拡大、人口増など様々な点が予想されるが、

いまはそれに立ち入らない。

(50)30年代前半の輸送量減少の最大の原因は、註

(8)で述べた恐慌の影響が稲米輸送にも及ん

だことだと考えられるが、これに加えて1931

年のS.J.S.年次報告書に「報告年にはバス、

トラックとの競争がさらに激しくなっただけ

ではなく、荷車(grobak)輸送やプラウ輸送

との競争再燃も観察された」 【Verslag 1931-

I:5】とあるように、経済状況悪化の中で、

1920年代後半から始まったトラックの競争の

他に、在来輸送手段が恐らくはその運賃の安

さを武器に、再び競争相手として浮上してき

たことも挙げられよう。

(51)農民の稲米販売の具体的な様相については、

前掲拙稿「20世紀初頭ジャワ・マドゥラの稲

米流通をめぐって」を参照。

(52)例えば1911年第3 、 4四半期報告にはいずれ

も　r2回目の収穫は豊作だった」とあるO　ま

たこれが流通において影響をもっていたこと

は、 「米価は10月初めに上昇したが、乾季米

(padi gadoe)の収穫によってやや戻った」

[1916年第4四半期]とあることからもわかる.

(53)このような稲・米取引の投機的性格は、四半

期報告の随所に見られる。例えば1910年第2

四半期には「大量の輸入米が、値上がりを待
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ってスマランで貯蔵」されていた。また1918

年初めには「なおかなり大量の稲が貯蔵され

ていたにもかかわらず、 2、 3月にデマック

とジョアナでは米不足が発生した。米価が高

いので大量の米が他県に販売され移出された

からである。このために、米とサツマイモの

移入が必要になった」 [1918年第1四半期]と

あり、稲米が価格のよい他地域-大量に流出

している。さらにS.J.S.沿線は1926年には全

般的に稲は不作だったが[1926年第1四半期、

上半期、 1-9月]、 27年は一転して豊作で、

収穫時期も早まって第1四半期には大量輸送

が行われた【1927年第1四半期]。精米所は26

年には値上がりを期待して大量の稲買い付け

を行った。その結果、 27年には「精米所は年

初、なお大量の昨年産の稲を持っていた。

1927年収穫の豊作と、その結果生じた値下が

りのため、商人達は新収穫稲を買い付けるの

を蹄拷している。デサ内で鴇かれる稲が増え

た」、 「米価が安く、ジャワのどこでも差がな

いので、華人商人たちはその(米)ストックを

保持している。これによってあらゆる方面に

おける輸送が減少した0　-」 [1927年1-9

月]という事態が発生した。こうした状況は、

稲米価格が暴落した恐慌期には一層顕著にな

った1930年には「低価格のため、いくらか

の精米所は米を輸送せず、当面貯蔵してい

る」 [1930年1-9月]と報告されるが、この

影響は翌年にも及び、稲の輸送は「低価格と、

精米所に大量のストックがあることによって

後退」している[1931年上半期、 1-9月】。

なお本来は最も大量の稲が輸送されるべき

第2四半期の比率が非常に/J、さい年について

も、原因を見ておきたい1907年(20.4%)と

1910年(13. 7%)は報告書に十分な記述がない

ので不詳だが、後者は同年第1四半期報告に

「水不足によって収穫は不十分であり、他方

でウンダカン郡(クドクス)、マヨン郡、グロ

ボガン郡、プルウオダティ郡では洪水によっ

て稲が被害を受けた」 [1910年第1四半期]と

あり、天候不順による稲の不作が原因のよう

だ1909年(15.3%)は「市場価格値上がりに

よって、この期の輸送が減退した」 [1909年

第2四半期】とある。これと対照的なのが

1920年(21.3%)で、この時期の輸送量は

4,958トンで決して少なくないが、同年第1

四半期に政庁が第一次大戦末期以来の米不足

対策として12,662トンという極めて大量の

稲・籾をS.J.S.で輸送させたた桝こ比率が下

がったのである。

(54) ES半期報告でS.J.S.の外米輸送量がわかるの

は1923年上半期の4,068トン、 24年上半期

3,106トン、 25年上半期の247トンのみである。

この1923年は第1四半期報告に輸入米輸送が

前年同期比で4,470トン減とあり、また上半

期のスマラン-の外米輸入量は前年比で

32,626トン減、 1-9月期報告では輸入米輸

送量は前年比で8,850トン減であると書かれ

ているので、同年上半期の4,068トンという

輸送量は少ない時期に当たると考えられる。

(55)四半期報告の記述は、一般にその時期のそれ

ぞれの輸送量が前年同期と比べてどれだけ増

減があったかという形で書かれている。

(56 K.V.1910:225

(57)K.V.191l:218

(58)De Volkswelvaart op Ja帽en Madoera,

1914:212-213

(59)デマック市からスマラン方面-S.J.S.で1駅

目の場所、ここが1909年に開業した最初の精

米所だと思われる。

(60)このンガウェンの精米所では支配人だったヤ
つ

コメッティ(Jaco甲etti)が1911年初に解任さ

れ、また稲の不作もあって1910年10月から

1911年4月24日まで操業を停止していた
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[1911年第1四半期】。

(6DS.J.S.の四半期報告書にはここに挙げた以外

にも、いくつかの精米所名(あるいは地名)が

登場するが、不明なものも多く:中にはここ

に挙げた1925年上半期現在の精米所には明ら

かに含まれないものも見られ、倒産したもの

もあるようだ。例えば、パティ市近隣北側の

トウルゴウング(Tloegowoengoe)には1910年

代前半に精米所が作られたようだが、 「トウ

ロゴウング(Tlogowoengoe)の精米所は長年

操業せずI [1915年第1四半期]と報告され、

その後に潰れた可能性が高い。なお、 1930年

代半ばのジャバラ・レンバン理事州の状況を

描いた理事の引継覚書には、 「精米所は本理

事州には6軒ある。クンドウランに1軒、ン

ガウェン(プロラ県)に2軒、さらにジュアナ

(Djoewana)(パティ県)、ラセム(レンバン

県)、カリニヤマット(Kalinjamat:永租偉

地)のプチャンガ-ン(S.O. Petjagaan)に1

軒ずつである。最後のものを除くと、これら

の精米所は華人経営である」 【MvO Japara-

Rembang 1936:781と述べられ、 1925年報告

より数が減り、場所も異なっている。この間

に潰れたり新設されたものがあったと思われ

るが、詳細は不明である。

(62)もう1ヶ所の稲供給地パバットについては収

量は不詳だが、 Encyclopaedia Iによれば、

米を移出も移入もする地域であるという。

(63)このように設定した根拠は次の計算にもとづ

いている。米の輸送量を絶対値で掲げた四半

期報告は極めて少ないが、 1925年第1四半期

報告には各精米所からの米輸送量が記載され

ており、これによると8軒の精米所から合計

1,345トンの米が輸送されている。これは

S.J.S.内輪送に含まれるはずで、表11に示し

た同時期のS.J.S.内米輸送量の33.7%、米輸

送総量の16.6%を占める.次に同時期のスマ

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

ランからS.J.S.沿線に運ばれる外米の量は不

明だが、同年上半期の輸送量は前年より

2,859トン少ない247トンだという。そこで、

これが全て第1四半期に運ばれたと仮定すれ

ば、この時期に精米所以外のS.J.S.沿線から

輸送された米は少なくとも2,400トン程度(総

輸送量の約29.7%、 S.J.S.内輸送量の約

60.1%)になる。このように、この時期には

精米所外からの輸送が多いが、同年上半期の

数字を見ると状況は異なっているO　この時期

に11精米所がS.J.S.沿線、スマランの倉庫、

s.c.s.、 Nよs.向けに輸送した米の合計量は

14,194トンであるが、これは総輸送量の

80.7%を占める。同様に前年同期についても

数字が得られ、 11精米所の輸送量13,446トン

は総輸送量の67.9%である。このように、時

期によってそれぞれの占める比重はことなる

が、これらが主要な米の流れであったと考え

られる。

(64) M.W.E.Pekalongan 73

(65)S.S.はStaatsspoorの略であり、植民地政庁

自らが経営する国鉄とでも訳すべき鉄道・軌

道である。

(66) Landbouwatlas 1926 :46,52

(67)なお1917年第2四半期報告に「s.c.s.向け輸

送は608トン減った(主にパタン、プカロンガ

ン、チェリボン向け、おそらくこれらの場所

はインドラマユ米を移入できたからであろう、

インドラマユ米は船送できなかったから)」

【1917年第2四半期]とあり、これらの地域に

チェリボン理事州西部のインドラマユ米が移

入されたことがs.c.s.向け輸送減少の理由に

挙げられているが、これはこの時期の特殊事

情だと考えられる。インドラマユ米はもっぱ

らオランダなどヨーロッパ諸国-の輸出用で

あり、第一次大戦末期の船腹不足によって輸

出が困難になった結果、ジャワ北海岸-移出
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されたと思われる。船腹不足については、さ

しあたり植村「1910年代末～20年食料問題

-」、 Uemura Yasuo, "The Food Shortage

-"を参照。

(68)例えば1890年の経済調査では、 「(ジョクジャ

カルタでは米の)不足は他の食塩作物栽培で

は全く補えないので、主として米からなるか

なりの量の食糧をケドゥ一、スマランから移

入している」 【K.V.1892:Bijl.C】、スラカルタ

は「生産が十分だったクラテン県を除いて、

米不足はかなり一般的である。この不足は、

裏作物のそこそこの収穫によって一部補えた

だけであった。だから、多くの米とキャッサ

バを移入した」 【ibid.】と述べられる。また

1919/20年の1人当たり平均稲生産高はジョ

クジャ1.80ピコル、ソロ2.51ピコルだった

【LandbouI帽tlas 1926:62, 64】。

(69)なお、スマランでの積み換え輸送は表3で見

たように多くはなく、年次報告書を見る限り

主要な引き渡し品はムリア山で採れセメント

原料にされる火山土(tras)であり、米がここ

で引き渡し品だったという記述はない.なお、

この他にS.J.S.からは1914年1月1日から6

ケ月間、サラティガ,ウイレムI世、バニュ

ビル(Banjoebiroe) 、マゲラン(Magelang) 、

ソロ、ジョクジャにある植民地軍駐屯地の食

糧として米が送られているが、 1913年10月13

日に行われた入札でこの米供給を落札したの

がプヤランのプリンス(Prins)精米所だった

ので、外米も含めてやはりグンディ経由で輸

送された[1913年第3四半期】。

(70)同様の報告は1914年第4四半期、 1916年第3

四半期、第4四半期、 1917年第3四半期、

1925年第1四半期、上半期にも見られる。

(71表11から明らかなように、 Nよs.からS.J.S.

-も第1四半期を中心にかなりの米が運ばれ

てきており、 1922年、26年、さらに1919年第

3四半期には1000トンを越えている.四半期

報告にはこの3時期に米がどこから来てどこ

-向かったかに関する具体的な記述はないが、

他の時期の報告からこれを考えておく1916

年第1四半期には「大量の米がランドウプラ

トウン(NエS.)からンガウェン(精米所)-送

られた」 [1916年第1四半期〕とあり、おそら

く農民の手で抱かれ再加工が必要な米が送ら

れたと見られる。さらに「グンティ・スラバ

ヤ線からレンバン、ラセム、プロラ向けは

3,106トン増加」 [1918年第4四半期]、

「NエS.からレンバン、ラセム、プロラ向け

の輸送も減った」 [1920年上半期]、 「スラバ

ヤからジャティロゴ経由ラセム行きは219ト

ン、バンギラン(Bangilan-グンディ・スラ

バヤ線)からレンバン向けは90トン減った」

[1925年第1四半期]、 「N上S.線からS.J.線-

の輸送は127トン増加した。特にスラバヤか

らラセムとレンバン-はそれぞれ556トン、

438トン増だった」 [1929年1-9月]といっ

た記事がある。これから見ると、行き先はレ

ンバン、ラセム、プロラであり、これらはグ

ンディ・スラバヤ線沿線から送られてくると

いえよう。

(72)註63を参照。

(73)この他、例えば「年初にはなおかなり大量の

稲が貯蔵されていたにもかかわらず、 2、 3

月にデマックとジョアナでは米不足が発生し

た。米価が高いので大量の米が他県に販売さ

れ移出されたからである。このために、米と

サツマイモの移入が必要になった」 [1918年

第1四半期】という記事のなかのジョアナか

らの米販売、 「同様にSemarang-クドクス、

パティ、ジョアナからより多くの米が輸送さ

れた」 [1920年第1四半期]、 「(米輸送の)第

1四半期の発展は、第2四半期にS.J.S.内輸

送が1,882トン減少したことによって全く帳
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消しになった。パティ、ジョアナ、ウェラパ

ン及びグロボガンからスマランに送られた米

はかなり減った」 [1920年上半期]といった記

事にあるクドクス、パティ、ジーヨアナは精米

所がなかった地域とも考えられるが、史料が

十分でなく不詳である。.

(74) K.V. 1895:bijl.QQQ

(75) K.V. 1892, bijl.C, Rembang

(76)K.V.1892, bijLC, Rembang

(77) K.V. 1890: bijl.NNN

(78)K.V.1892 : bijl.C, Samarang

(79) ibid.

(80) M.W.V.Semarang:bijl.2, Rembang:bijl.2

(81) M.W.V.Rembang 497

(82) M.W.V.Rembang 484

サマラン・ジョアナ蒸気軌道と稲米流通(植村)

(83) M.W.V.Rembang 484

(84) AサービスのAはオランダ語のAfhaal(-桒

荷)、 BサービスのBはBestel(-引き渡し)

の略である。

(85)例えばプロラでは、軌道開通によっても「荷

車の減少はなかったようだ。なぜなら主要な

輸送、すなわち米のレンバン向け輸送はなお

常に荷車で行われているからだ。軌道の運賃

は、荷車によるこの近距離輸送を押しのける

には十分には安くないし、荷車は駅での積み

降ろしをしなくてもいいという利点がある」

[M.W.V.484]と述べられる。

(広島大学大学院文学研究科教授)
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