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本書は, 1 9 3 4 年 の 前半に ドイ ツ を襲 っ た干 ば っ によ っ て 1 9 3 4/3 5 穀物経済年度の穀物収

穫 の 悪化が確実視され る にお よん で小麦 , ライ麦 の パ ン用穀物を安定的に確保す るた め に

導入 された ,
7 月 1 4 日 の 穀物経済秩序令 ( v er o r d n u n g z ur O rd n u n g d e r G etr ei d e w irts c h aft) に

もとづく穀物調達措置 ( - 穀物供出義務 の導入) を考察 の 出発点に し
,

それ を始発的契機

と し て ナチ ス 政治体制 を揺るがす こ と になる農業 ･ 農民問題 の 展開過程 を論 じる こ とを基

本的課題 とす る｡

1 9 3 4 β5 穀物経済年度の 開始時に明瞭にな っ た穀物供給事情の 暗転は , そう した事態 をそ

の まま放置 し て お けば必然的に招来され るであ ろう パ ン用穀物 の 大量め飼料用転用に より

パ ン用穀物 の 商品化率が落 ち込む こ とを未然に防い で
, 商品化率を安定的に維持 し

,- しか

もパ ン 用穀物 の年度
一

杯の 十分な量を抑制的な価格水準で確保す べ き措置を要請せ ざる を

えな い ものと して あ っ た｡ 賃金の 低位釘付けか らい っ て 固定価格引き上げに よる市場 出甲

りの促進は到底許容 されなか っ たか らで ある
D 穀物調達措置はそ の ような三配点を乗り越 え

,

パ ン 用穀物 の権力的集荷を図るもの とし て発動された ｡ それは また,
こ の 当時に ドイ ツ経

済が 直面 して い た金 ･ 外貨準備 ( - 輸入資金) の砧掲と い っ た 困難カ〕らも促迫されて い た｡

こ の ようなも の として 穀物調達措置は , 消費者に低価格 の パ ン を安定的に供給す ると い

う意 図の 下に生産者に
一

方的に犠牲を強 い る措置で あり,
パ ン 供給 の 危機 と い っ た国民経

済的な次元 で の食糧不安 の発生 を回避 して そ の 負担をも っ ぱら農業 ･ 農民に押し つ け , 問

題の 現れを農業内部 に限定する措置 で あ っ た
｡

と い うの は , そ れは繭達価格 が超ノj ､ 幅 の 引

き上げに抑えられたと いうこ と以上 に, ドイ ツ農業に おい て は小農経済が圧倒的な比 重 を

占め, しオゝも穀物 ･ 樺耕作物 を自家飼料 に用 い て複合的な畜産経営を営むと い う生産 の 迂



回性 が農業経営 の 特徴に な っ て い る点か らい っ て , 自家飼 札 とりわ け濃厚飼料の確保
･

調達問題 を鋭く露 呈させ ず にはお か なか っ たか らで ある｡ そ して
,

こ の 問題 は畜産農民の

私的イ ニ シ アチ ヴに関わる意味におい ても深刻で あ っ た｡

そ こ で こ の 難点 は
, 穀物調達 の 対象とな っ たライ麦 をめ ぐる農民と 政策当局と の 間 の緊

張と な っ て現れて い っ たD ライ 麦は従来 , 農民的畜産経営にと っ て養豚飼料 と し て 重要 な

位置 を占め て い たが , 1 9 3 4/3 5 穀物経済年度にお い て は飼料用大麦 ,
えん麦な ど飼料用穀物

が 軒並み不作 で あ っ たため に飼料用穀物の 用途が 家畜間で の 競合関係 を深め , 需給関係 が

逼迫す る の は必 至 で あ っ たか ら, 本来ならばライ麦は こ れま で 以上 に飼料用穀物と して の

重要性を発揮する はずで あ っ た｡ とり わけて ライ 麦に養豚飼料 と して の 需要が集中的に発

動す る の は 明らかで あ っ た｡ 飼料用穀物 の 市場 出回 り に予断を許さな い状況が あ っ たか ら

で ある｡

したが っ て , 穀物調達措置は こ の 措置 の 進捗 を側面 か ら補完す べ き飼料政策を欠 い て は

円滑に作動 しな いも の で あ っ たが , ライ 麦の調達実施が厳然 と して あり
,

撤 回され る べ く

もな い以上
,
飼料用穀物 の 供給逼迫お よび不足 の高進 に より過重された飼料供給 の制約 ( -

ホ ドル ネ ッ ク) は畜産農業 の 異常ともい う べ き収縮 ( - 畜産危機 の発 生) に帰着 し て い く

ほか なか っ たo 事実 ,
1 9 3 4 年軟か ら翌 3 5 年春にか けて 穀物調達措置が遅 々 と して進 まな い

と い っ た沈滞基調 を引きず っ て い っ たの と
■
は対照的に大規模か つ 無差別 の家畜屠殺が お こ

なわれ, 畜産危機は の ちに至 るまで 計り知れな い 禍根 を残すも の と して そ の 拡大深化過程

をた ど っ て い っ たの で ある｡

こ うした事態 の劇的帰結とは , 畜産危機 を媒介に し て 必然化 した畜産 ･ 酪農品の 生産基

盤 の 収縮と脆弱化 が食糧不足 に転 じ, とく に 1 9 3 5 年軟か ら 3 6 年 の初頭 にか けて ｢ 消費者

の危機｣ ( c o n s u m er cri sis) と表現され るほ どの 激 しさを帯び た食糧危機で あ っ た o
こ の 危機

は ｢食肉飢僅｣ ( a m e at 払 mi n e) とか r 鶏卵飢僅｣ ( a n eg g f a mi n e) と形容 された o
こ の 点に

,

穀物調達措置 と い っ た政策措置 に よ り農業内部 に限定された か にみ えた困難 がそ の 後 の 一

連 の展開嘩程 にお い て 螺旋的な拡大 をた どり,
つ い に は食糧問題と い っ た国民経済的な次

元 の 問
_
盟 - と質的変容を遂げて ナ チ ス 政治体制にと っ て極め て深刻な陸路に なるとい う

,

問題 の連鎖性 な い しは拡散性 をみ て とる こ とができる o

食糧危機を考察する場合 に本書が強調する の は , それが基本 的に畜産生産基盤 の 収縮お

よび そ の 持続 と い っ た供給面 で の ネ ッ ク によ っ て引き起 こ されたと いう こ と で ある ｡ 1 9 3 5

年盛夏に顕在化 し てく る食糧品価格の 上昇はボトルネ ッ ク ･ イン フ レ の 性質を帯び て い る o

通説で は単純 に失業 の 減少に 伴う需 要 の 増大が重視 され る傾向に あるが
,

こ の 説 明は 農

業 ･ 農民問題 の 内在的分析 の 欠如と表裏
一

体の 関係 にある o 需要 の拡大は供給面 で の ネ ッ

ク を過重 し
,
増幅 したにす ぎな い o こ の 点は本書特有 の 論点をなすo

こ の 間にお ける農政上 の 対応 は どの ようなも の で あ っ ただろうか
｡ それは 1 9 3 4 年 1 1 月に

農民に呼び か けられた農業生産戦 ( E r z e u g u n g s s clll a ch t) に集約 されるが
, 農業生産戦は 外

貨危機 に直面 して 採られた新たな経済政策で ある ｢ 新計画｣ (d e r
,,
N e u e P l a n

"

) に照応す る

路線で あ っ た
｡ 強力な為替管理と貿易統制を前提に した軍事化と経済的ア ウタ ル キー化 を

推進力 とす る恐 慌か らの 本格的 な経済的回復が ｢ 新計画｣ の 責任者で 経済相 の シ ヤ ハ ト

( Hj al m a r S cll a Ch t) の 下で 目指されたo こ の経済政策の転換は
,

工 業用原料 の輸入優先を随

伴するもの で あ っ たか ら
,
外 貨の 効率的な消費の ため に農業部門には食糧自給 の 飛躍的な



向上 が高度の 政治的な判断と して 要請された｡ 農業生産戦は こう し て農業内部 の要請 とは

無縁 の とこ ろで生産拡大至 上主義に立 っ て 開始 される こ とにな っ たの で ある o 穀物調達措

置 が農民的畜産経営に対 して 飼料確保 の 懸念を一 挙に顕在化 させ る こ と によ っ て農民の 緊

張を いや増 しに高めたにもか かわらず, 本来ならばそう した事態に何らか の 政策調整 をお

こ なう べ き農政は , 農業生産戦 - と路線転換がなされ るなか で飼料供給問題 に対する打 開

的措置を欠落させ たままに推移 して しま っ た｡ 農業生産戦は ドイ ツ農業の 閉塞性 をよ り強

め る ように作用 したと い っ て よ い
o

畜産危機か ら食糧危機 - の事態 の推転は , 政策的要因をも含みなが ら以上 の 絡み 合 い の

なか で漸次相乗化 し, 累積的性格を帯びて い っ た飼料 ･ 畜産 問題 の相互制約的, 相互規定

的 な連関の 一大帰結 で あ っ たo 第
一 次大戦中に悲惨な食糧飢僅を体験 した ドイ ツ 民衆に と

っ て 1 9 3 5 年秋 に現 出した食糧危機は
,

ナチ ス 政治体制 に対する不信 と不満 を広範に醸成さ

せ る こ とに なり
,

民生安定の 維持 の 観点か らそ れは容易 ならざる政治 的な問題と な っ た 0

しかも, 体制支持基盤の 安定と い う点か らみ て
,
持続化す る農業の 逼塞状況が農民 の 体制

離れを加速 させ つ つ あ っ た こ とは , もうひ と つ 別 の深刻な問題 で あ っ た｡

干ば っ と穀物調達措置 を始発的契機とす る こ の過程 は
,

_
ドイ ツ農業がナ チ ス 政治体制 の

ア キ レ ス 勝 と化 し
, 体 卸の命運 を左右す る よう な構造 的ネ ッ ク - と転 じ て い く過程長子ほ か

ならなか っ たo 問題 の こ の ような真 に深刻な性 質の た め に
, 食糧問題が農業の 不振を端緒

的契機と し つ つ , そ の打 開をめ ぐ っ て政治問題化する の は避けられなか っ た
｡

そ の 際, そ

れは政治権力 の 自己保全衝動に駆 られなが ら体制指導部 内部 の政治的対 立を引き起 こす よ

うな激i .

11 な過程 をた ど っ た
D 食糧危機は体制指導部 に恐 ろ しい重圧を与えたの で あるo

こ の 政治過程 は市場統制 の 是非 と外貨割当をめ ぐる食糧 ･ 農業相 ダ レ ー ( Ri ch a rd W altll e r

D aIT 白) と シ ヤ ハ トの 政治 的対立 を前哨戦と しなが ら, 両者の確執 の仲裁人 と し て 登場 した

ゲーリ ン グ ( H e m a11 11 G 6 ri '1g) が シ ヤ ハ トと め経済政策の総体的在り方をめぐ っ て 対峠 し,

遂 には経済上 の 最高権力者に の し上が る過程 で ある｡ 本書は こ の政治過程 を農業
･

食糧 問

題 を考摩の 対象に組み 入れて 明らか にす る｡ こ れは従来 の 研究史にお い て 外貨危機や 工 業

用 の 原料不 足 の経済的陸路が強調されす ぎ てき た こ と - の 反省 に立 っ て い る ｡ そ の点 で い

えば
,

｢経済上 の 独裁者｣ と い われ た シ ヤ ハ トの 急激な政治的凋落がダレ ー の 政治的安泰 を

意味するも の で は なく , か え っ て 彼がゲ ー リン グに より鋭く行政官と し て の 資質を問われ ,

事 実上失脚 して いく事実もまた以上 の 分析視角 に より 明確 に位置づ けられる の で ある｡

お よそ以上 の 概要か ら理解され る ように , 本書は 1 9 3 4 年前半 の干ば つ とそれ右手続く穀物

調達措置の導入 に淵源を見 出し, 食糧危機を ピ ー

ク とす る 1 9 3 5
,

3 6 年 の事態 の 展開に 立ち

入 っ た検討を加 え, そ の 動態過程 を明らか に しようとするもの で ある ｡ そ の こ と はまた ,

こ の 時期の 農業 ･ 農民問題が ナチ ス 政治体制 を揺さぶ る危機 因子 と し て 体制 内部 に ビ ル

ト イ ン されて いく過程 をも説 明するもの となろう.
1 9 3 6 年秋 の 第二 次四カ年計画以降に

ょ り際立 つ こ とに なる農業の 不振 と停滞は こ の 延長線上に位置する D 考察対象の 時期 は
_
穀

物調達措置が導入され る 1 9 3 4 年 7 月 前後か ら第二 次四カ年計画の 前夜の お よそ 二年間で あ

る ｡ その意味で本書は第二次四カ年計画の 前史をなす ｢ 新計画｣ の 時期を改め て重視 し
,

そ の前史を農業 ･ 農民問題 の 動態 的な展開過程 の うちにみ なが ら
,

そ の うえ で ナ チ ス 政 治

体制 の ｢深部｣ に接近 し ようとする史料的究明 の読み で ある o




