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我が国 の養豚部 門は
､ 戦後の 食料消費の拡大 ､ 土地利用からの 離脱 , 繁殖雌豚 の 繁殖サ

イ クル にあわせ た飼養管理形態 の 確立 と い っ た経営内外 の要 因に支えられて ､ 国内生産 の

発展が み られた国内農業の 中で も数少ない 部門で ある｡ しか し､
1 990 年以降､ 消費が停滞

局面に突入 し, 輸入豚肉 の急増 も加わ っ て ､ 国内生産 にお い て は急激な減少が み られ るよ

う にな っ た
｡

ただ し, 国内生産が こ の よ うに急激な減少を示す 中で , 企業的養豚経営 の み

がそ の飼養頭数 を増加 させて きた ｡ したが っ て , 今後 の 国内生産の 動向は こ の企業的養豚

経営 の動 向如何 によ っ て い る ｡ また,
こ の ような消費の停滞局面にお ける農業構造 の再編

過程は ､ 稲作や酪農はも とより, 他 の農産物 と比較して も著しく速 い テ ンポで 進捗して い

る ため ､ 養豚のそ れが注目されるゆえんで ある
｡

そ こで本論文では ､ 統計 と事例調査を基

に ､ 企業的養豚経営 の 形成論理に関 して 定量 ･ 定性の 両面から分析を行 っ た｡
そ こ で は ,

特に , 養豚経営に上向展開を迫る経営外部 ･ 内部 の要因に着目 して それぞれ分析 を行 っ た｡

以下 ､ 各章の 内容 である ｡

第 1 章で は ､ まず, 企業的養豚経営の展 開を可能 とした経営内外 の 要因に つ い て確認し

た ｡ そ の 上で , 1 99 0 年以降, 国内生産が減少を示す 中で ､ 企業的養豚経営 の み が飼養頭数

を増加さ せ て い る実態を明らかに した｡
そ の ため､ 今後の国 内生産の 動向は企業的養豚経

営 の 動態如何 によ っ て い る ため ､
こ の 企業的養豚経営 の 形成論理を解明する こ とが課題 と



して設定され る｡ 加えて , 大規模養豚嘩営の 形成やそ の性格解明 と い っ た点に着目して 先

行研究の 整理 を行う こ とで ､ 定量 ･ 定性の 両面か ら課題に接近する こ とが求められ た｡

第 2 章で は ､ 養豚経営 に上向展開を迫る経営外部の要因 とそれ に規定された養豚経営 の

動態 ､
つ まり ､ 豚 肉の 需給構造の 変化 とそれ に規定された養豚経営 の 動態 に つ い て

､ 農林

水産省 『食料需給表』,
『農業セ ンサス』 等の 各種統計を用い て定量的分析を行 っ た ｡ 豚肉

の 需給構造 にお い て は､ 19 90 年以降消費の停滞局面 に突入して おり, 輸入豚肉の 急増も加

わ っ て ､ 国内生産 量にお い て は急激な減少を示す こ と とな っ た ｡ こ の 結果 , 養豚 の 構造変

動が導かれた ｡ そ こ で は ､ 特に
, 相異なる 2 つ の 養豚経営の動態が明らか とな っ た . 第 1

の 勤馨 と し て は ､ 急激な階層分解の 進展 と大規模な農家以外 の 農業事業体 ( 以下 ､ 事業体

と略記) の 形成が挙げられ る
｡

こ の 過程 で , 会社が牽引役 とな っ て事業体が ､ 飼養頭数に

占め る シ ェ ア を確実に高めて い く
一 方で ､ 事業体 , 農家にお い て は飼養頭数そ の も の が減

少 して い く と いう方向で構造再編が進ん で きた｡ もちろん , そ こ で 形成された大規模事業

体 , 特 に会社で は ､ 企業形態 ､ 雇用労働力 の 面に 糾 ゝて もそ の ｢ 企業的性格｣ を強めて き

た｡ また ､ 第 2 の 動態 と して は, 大規模事業体 の規模拡大路線 とは明らか に異なる りl 仲 ｣

｢ 川下｣ 部門に事業多角化を行う事業体の経営展開が指摘で きる
｡

こ の ような事業体の 動

態は ､
90 年代 に入り縮小 して い く消費量 をめ ぐり , そ の 生き残りをか け､ 家計消費､ 外食

等 ､ 食 肉加工部門にお い て 輸入豚肉と競合 しない
､ ある い は､ 消費者の 質的充足 を充たす

ため の差別化 した 製品を生産して い くため の経営展開で あ っ た と理解する こ とが可能で あ

る ｡

第 3 章で は, 中央畜産会『先進事例の実績指標』 の 個表デ ー タを用 い て ､ 1 986 年か ら 1 9 96

年の 期間 に上 向展 開をはか っ た経営を , 家族労働力の みの経営 ､ 臨時雇 を雇 い 入れ た経営 ,

常雇 を雇 い 入れた経営 の 3 つ の タイ プに分類 しそ の 定性的分析を行 っ た ｡ これは ､ 繁殖雌

豚 の繁殖サイクル に あわせた飼養管理形態 の確立に よ っ て ､ 目標 とする年間所得か ら経営

内 の 所与 の 労働力数の も とある程度の 常時飼養頭数規模が逆算可能 とな っ たためである o

養豚経営 に上向展開を迫る養豚経営内部 の 要因と して は､
上向展開過程における繁殖雌豚

1 頭 当たり所得 ( 以下 ､
1 頭 当たり所待 と略記) の 低下が挙げられる ｡ 1 頭当たり所得で

は ､ 家族 ､ 常置 と労働力の質に関係なく , 平均規模以上 に飼養頭数の増加がはかられた場

合 ､ そ の 上限 とと もに下限も現れて く る ｡ 加 えて ､
1 頭当たり所得で は , 常雇 を雇 い 入れ

た経営 と ､ 家族労働力 の み , 臨時雇を雇 い 入れた経営 と の 間に構造的な格差が発生 し て い

た｡
こ の ため､

これら 3 つ の タイプの 経営 におい て は､ 施設機器具に大規模な投資が行わ



れて い る こ とも加わ っ て , 交易条件に悪化がみ られた際は 一 層 の 上向展 開が迫られた ｡ そ

して ､ こ の よ うな 1 頭当たり所得 の 構造的格差は , 繁殖雌豚 1 頭当たり出荷頭数 ( 以下 ,

1 頭当たり出荷頭数と略記) と単価の 低 さ の 技術要因に起因して い た｡ また ､ こ の 格差 は

離乳後から出荷まで の期間の技術格差で あ っ た ｡ 加えて ､ 分娩前の繁殖雌豚 の飼養管理に

お い て も 3 つ の タイプの経営それぞれ に技術問題が残っ て い た｡ しか し､ 3 つ の タイプの

経営そ れぞれで は , 1 人当たり繁殖雌豚常時飼養頭数が増加する
一 方で ,

1 頭当た り出荷

頭数はそ れぞれ安定的に推移して い る こ とか らも ､ 分娩後の肥育過程にお い て 3 つ の タイ

プ の 経営 それぞれ に技術水準が平準化しつ つ ある こ とがうかがわれた ｡ そ して ,
こ の よう

な分娩後 の飼養過程 の 技術水準 の 平準化に伴い
､

か つ て指摘された上向展開にお ける生産

費 の 上 昇 と い っ た高 コ ス ト構造も, こ の 時期の常雇を雇 い 入れ た経営で は解 消され つ つ あ

っ た ｡
こ の 結果 ､ 所得水準 にお い て は､ 3 つ の タイ プの 経営 ともに経営 として は自立経営

下限所得が実萌され ており､ さ らに
, 常雇を雇 い入れた経営で は年間農業所得/1 人も自立

経営下限所得を実現 して い る年度が確認 された｡
つ まり, 常雇が雇 い入れた経営 で は ､ 要

素に対す る支払 い の 実現だけではなく家族労働 におい てもよ り機会報酬 の実現が目指さ れ

費用収益構造におい て企業的発展 も確 認された ｡ 対照的 に
､

そ の 他 2 経営に お い て は年 間

農業所得/ 1 人 におい て自立経営下限所得 を大幅に下回 り､ 1 日当たり所得/ 1 人 ､ 1 時間当

たり所得/1 人 で は依然 と して なお低 い 水準の ままで あ っ た｡

第 4 章では , 事例調査を基 に企業的養豚経営 の 今日的到達点に つ い て 定性的分析を行 っ

た ｡ こ れは ､ 第 3 章で の 分析対象が
, 基本的には家族労働力主体 の 経営で あり､

そ こ に
~

臥 臨時雇や常雇が導入された経営を扱 っ て い るため, 第 2 章で 明らか とな っ た大規模事

業体の 実簾の 多くに つ い て は ､ そ の 分析の 対象外 とな っ て い る ためである
｡ 今日 , 企業的

養豚経営 は ､ 生産者､ 農協, 農外資本 の 資本毎に設立されて お り､ そ こ で は資本毎 に特徴

の ある経営展開がみ られた｡
ただし ､ こ の ような資本の 性格 の 差異に伴う経営展開も基本

的に は豚肉の 需給構造 の 変化 に規定された展開で あ っ た｡ そ こ では ､ 1 9 7 0 年代後半より既

に交雑利用が進んでおり, また ､ そ の技術 の安定化 の ため の規模拡大､ つ まり , 原種豚 ､

F l 生産部門の 統合も進んで いた ｡ 加 えて ､ 1 9 9 0 年代後半以降,
これら企業的養豚経営で

農場が新設 される際は,
｢ 原種豚

- F 1 一 肉豚｣ がそ の 単位 とな っ て おり,
そ こ で の 農場の

規模も豚肉 の 需給構造 の 変化 に規定 されて 大規模化 して い た｡
こ のため ､ そ こ では必然的

に高 い 資本装備や ､ 作業分化 の進展 ､ 1 人当たり繁殖雌豚常時飼養頭数 の 多 さが もたら さ

れて い たo さらに ､
こ の ような近年設立 された大規模農場で は , 繁殖雌豚 1 頭当たり出荷



頭数や 出荷され る肉豚の品質におい て ､ ともに高い 技術水準が実現されて い た ｡

一

方で ,

7 0 年代に設立された今日で は相対的に規模が小さくな っ て い る農場で は､ 第 3 章で 明らか

とな っ た､ 常雇 を雇 い 入れた経営 の 技術 問題が依然 と して顕在化 して い た ｡ ただ し､ 分娩

回転数にお い て は､
い ずれ の農場 にお い て も繁殖雌豚の繁殖サイクル通り の 回転数が実現

して い た ｡
また､ 費用水準におい て も農場 の大規模化 に伴い低下傾向を示して い た ｡ こ の

ため､ 企業的養豚経営間で は主 として こ の ような技術格差に基づく収益格差 の 存在が明ら

か とな っ た ｡

第 5 章で は , 各章の 分析結果 を踏まえて , 今日の国内生産 の動 向の 総括を行 っ た｡ 企業

的養豚経営で は ､ 1 9 9 0 年以降､ 特に , 豚 肉の 需給構造 の変化 ､ つ まり ､ 養豚経営外部 の 要

因に規定 されて 上 向展開がはか られて きた ｡ ただ し､ そ こ で は, 従来指摘されて きたよう

な上 向展 開過程 の低収益性 の 問題やそ の 規定要 因となる技術問題 ､ 費用 問題が解決されて

い る経営 の 存在も明らか とな っ た ｡

一 方 ､ 依然 として , 国内飼養頭数の 約 6 割を占める農

家にお い て はそ の 間蓮が顕在化 して い た｡
こ の ため ､ 農家にお い て は企業的養豚経営 と の

間にお い て厳し い 経営間競争 にさ らされる だけでなく ､ 今後 , メキ シ コ か らの 輸入 を含め

ます ます輸入圧力が強 ま っ て い く ことが確実視され る中で ,

一 層厳し い 状況 に追い 込まれ

て い く こ とが示唆された｡ こ の ため ､ 本論文で 札 分析 の 対象外 とな っ た こ れら農家に お

い て , 今 日そ の 生き残りをか けて どの ような取り組みが行われ て い る の か ,
そ の 結果 ､

い

か に効率的な肉豚生産システ ム を形成 して い る の かを実証 して い く こ とが､ 今後の残 され

た課題 とな っ た｡




