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紹
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グ
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タ

ー

ヴ

ォ

・
コ

ル

ニ
ー

/

ホ

ル

ス

ト

・
ギ

ー

ス

『
血

と

土

ー
ヒ
ト
ラ
ー
国
家
に
お
け
る
人
種
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
農
業
政
策
1
』

熊

野

直

樹

本

書

は
、

ナ
チ
党

の
農

民
指

導
者

で
あ

る
ダ

レ
ー

の

「
血

と
土
」

と
称

さ

れ
る
農

業

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
と
第

三
帝

国

の
農

業

政
策

に
関

す

る
史
料

集

で
あ

る
。

こ

の
史

料
集

に
は
編
者

の

コ
ル

二
1

と
ギ

ー

ス

に
よ

っ
て
、
詳
細

な
解

題

が
付

さ

れ
て

お
り
、

こ
の
部
分

だ

け
を
読

ん

で
も
ダ

レ
ー

の
農

業

イ
デ

オ

ロ

ギ

ー
と
第

三
帝

国

の
農
業

政
策

の
概

観

が
わ

か
る

よ
う

に
配
慮

さ

れ

て

い
る
。
編

者

の

一
人

で
あ

る

コ
ル

ニ
ー

は
ボ

ロ
ー

ニ
ャ
大

学

で
歴
史

学

と
政
治
学
を
学
び
、
現
在
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
エ
ス
テ
大
学
の
ド
イ
ツ
史

担
当
の
教
授
で
あ
る
。
彼
の
主
た
る
研
究
は
、
第
三
帝
国
に
お
け
る
農

業
政
策
で
あ
り
、
彼
の
主
著

『国
民
社
会
主
義
の
農
業
政
策

一
九
三

○
～
三

九
年

は

、

『
ヒ

ト

ラ

ー

と
農

民

と
し

て
英
語

に
も
翻

訳

さ
れ

て

い
る
。

も
う

一
人

の
編
者

で
あ

る
ギ

ー

ス
は
、

フ
ラ

ン
ク

フ

ル
ト
、

ミ

ュ
ン

ヒ

ェ
ン
で
、
歴

史
学

、

ド

イ

ツ
語
学

、

政
治
学

を

学
び
、

現

在

ベ

ル
リ

ン
自

由
大

学

の
歴
史

教
育

担
当

の
教

授

で
あ

る
。

彼

の
主
た

る
専

門
領

域

は
ナ

チ

ス
の
農
業

政
策

で
あ
り
、

時
期

も

ヴ

ァ
イ

マ
ル
共
和

国

か
ら
第

三

帝
国

に
わ
た

っ
て
お

り
、
ダ

レ
ー

を
中
心

と

し
た

ナ
チ
党

が
農

民

を
獲

得

し
て

い
く
過

程
を

(
2
)

詳
細

に
分

析

し
た

一
連

の
研
究

は
、

と

り
わ

け
有
名

で
あ

る
。

ナ
チ

ス

の
農
業

政

策
研

究
並

び

に
ダ

レ
ー
研

究

に
関

し

て
は
、

国
際

学
界

に
お

い
て
第

一
人
者

と

い
え

る
両
研

究
者

に
よ

っ
て
編
集

さ
れ
た
史

料
集

だ

け
あ

っ
て
、

そ

の
史

料

の
蒐
集

は

か
な

り
広
範

囲

に

わ
た

っ
て
な

さ
れ

て

い
る
。

従
来

あ

ま
り
利

用

さ
れ

な

か

っ
た

り
、

さ

ほ
ど
言

及

さ
れ
な

か

っ
た
未

刊
行

の
文

書
館
史

料

並
び

に
同

時
代

文
献

が
数

多

く
掲
載

さ

れ

て
お

り
、

こ

の
分

野

の
専
門

研
究

が
他

の
分

野

に
比

べ
て
必
ず

し
も

充
実

し

て
は

い
な

か

っ
た
だ

け

に
、

こ
の
史
料

集

の
刊
行

に
よ

っ
て
、
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研
究

状
況

は
か
な

り
改
善

さ
れ
た

よ
う

に
思

わ

れ
る
。

こ
う

し

た
本
書

の
重

要
性

を

鑑

み
て
、
本

稿

で

は
こ

の
史
料

集

の
紹
介

を
主

と

し

て
行

う

こ
と

に
し

た

い
。

以
下

で

は
ま
ず

、
本

書

の
構
成

に

つ
い
て
大

ま

か
な
説

明
を
行

い
、

次

に
本
書

に
掲
載

さ

れ
て

い
る
史

料

を
紹
介

し

た
後

に
、
順

序

は
本
書

と

は
逆

に
な

る
が

、
編

者

に
よ

る
解
題

の
内

容

を
や

や
詳

し
く
紹

介

し

た
う

え

で
、

最
後

に
評

者

が
本
書

か
ら
示

唆
を

受
け

た
点

を
中

心

に
若

干

の
論

評
を

行
う

こ
と

に
し
た

い
。

二

本
書

の
内

容

を
概
観

す

る
た

め

に
、
目

次
を

ま
ず

掲
げ

る

こ
と

に
し

よ
う
。

一

研
究

対
象

二

史
料

A

ダ

レ
ー

と
国
民

社
会

主
義

的
農

民

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

B

ポ
リ

ク

ラ

シ
ー
的
総
統

国

家

に
お

け
る
帝

国
食

糧
身

分

団

C

世

襲
農

場

と
植

民
問

題

D

市

場

統
制

、

「生

産
戦

」

並
び

に

ア
ウ
タ

ル
キ
ー

の
試

み

E

軍

備
拡

張
期

に
お
け

る
危
機

の
徴

候

と
隘

路

F

拡

張

さ
れ

た

「
生

存
圏

」

に

お
け
る
戦

時
食

糧
経

済

三

諸

学

説

四

研
究

文
献

既

に
述

べ
た

よ
う

に
、
一

研
究

対
象

」
に
お

い
て
、

本
書

に
掲

載

さ
れ

て

い
る
史
料

の
研

究
史

上

に
お

け

る
意

義

並
び

に
そ

の
説

明
が

、

簡

潔
明

瞭

に
書

か
れ

て

い
る
。
こ
こ

で
は
、
「
二

史
料

」
の
配
列

に
従

っ

て
、
史

料

の
解
題

が

な
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
部

分
を

読
む

だ

け
で
も

、

ダ

レ
ー

の
農

業

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

と
第

三
帝
国

の
農

業

政
策

に
関

す

る
最

新

の
研

究
情

報

が
入
手

で
き

る
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。
後

に
や
や
詳

し

く
述

べ
る

こ
と

に
な

る
が

、

コ
ル

ニ
ー

と
ギ

ー

ス
の
研
究

成
果

が
要

所

要

所

に
盛

り
込

ま
れ

て

お
り
、

か
な

り

オ
リ
ジ

ナ

ル
な
内

容
を

含

ん
だ

解

題

と
も

な

っ
て

い
る
。

「
二

史

料
」
に
お

い
て
は
、

全
部

で

一
七

三
も

の
史
料

(統

計

も
含

む
)

が
掲
載

さ

れ

て

い
る
。
史
料

は
、
既

に
述

べ
た
よ
う

に
か
な

り
広

範

囲

に
わ

た

っ
て
蒐
集

さ
れ

て

お
り
、

こ

の
テ
ー

マ
に
関

す

る
基
本

的

か

つ
重

要

な
史

料

は
、

か
な

り
掲

載

さ

れ

て

い
る

と

い
え
る
。

と

り
わ

け
、
各

種

の
文
書

館
史

料

や
ダ

レ
ー

の
著

作

か
ら

の
抜
粋

、

さ
ら

に
は

刊

行
史

料

か
ら

関
連

す

る
テ

ー

マ
に

つ
い

て
の
抜
粋

が
収

め

ら
れ

て

お



り

、
史
料

の
所
在

の
手

引

き

に
も
な

り
有
益

で
あ
る
。

本
書

の
史

料

だ

け

で
も

、
ダ

レ
ー

の
農

業

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
や
第

三
帝

国

の
農

業

政
策

に

関

し

て
か
な

り

の
情
報

が
取

得

で
き

よ
う
。

「
三

諸
学

説
」
に
お

い
て
は
、

本
書

の
テ
ー

マ
に
関

す

る
重
要

な

学

説

の
抜
粋

が

、
各

テ

ー

マ
ご

と

に
配
列

さ

れ

て

い
る
。
全
部

で

一

一
も

の
学
説

が
紹

介

さ
れ

て

い
る
。

こ

の
分

野

の
専
門

家

で
な

く

て
も
、

こ

れ

ま

で

の
学

説
並

び

に
現
在

の
研

究
動

向

が
概
観

で
き
る

よ
う

に
配
慮

さ
れ

て

い
る
。

最
後

に

「
四

研
究

文
献

」

が
付
加

さ

れ

て
お
り
、

本
書

の
テ

ー

マ

に
関
す

る
研

究
文

献

が
挙
げ

ら

れ

て

い
る
。

本
書

の
テ
ー

マ
に
関

し

て

重

要

な

基

礎
的

研

究

文

献

に
限

っ
て
は
、

ほ

ぼ
網

羅

さ

れ

て

い
る

と

(3
)

い

っ
て
も
過

言

で
は

な

い
で
あ

ろ
う
。

以
上

が
、

本
書

の
お

お
ま
か

な
内
容

で
あ

る

が
、

以
下

で
は
、

広
範

囲

に
わ
た

っ
て
蒐

集

さ
れ

た
史
料

的
基

盤

に

つ
い
て
紹

介

す
る

こ

と
に

し

よ
う

。三

本
書

に
掲

載

さ
れ

た
史
料

の
特

徴

の

一
つ
は
、

コ
ブ

レ
ン

ツ
の
連
邦

文
書
館
と
ゴ
ス
ラ
ー
の
市
立
文
書
館
の
二
つ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ダ

レ
ー
文
書
で
あ
る
。
こ
の
ダ
レ
ー
の
文
書
は
、
我
が
国
で
も
既
に
早
い

時
期
か
ら
伊
集
院
立
氏
や
豊
永
泰
子
氏
並
び
に
中
村
幹
雄
氏
に
よ

っ

(
4
V

て
、
そ

の
ダ

レ
ー
研

究

に

お

い
て
頻

繁

に
利

用

さ
れ

て

い
る
。
し
か

し
、

こ

の
文

書
館

史
料

は
未

刊
行

で
あ

っ
た
た

め

に
、

簡

単

に
は
閲
覧

す

る

こ
と
が

で
き
な

か

っ
た

。
本
書

に
お

い

て
ゴ

ス
ラ
ー
市

立
文

書
館

と

コ

ブ

レ
ン

ツ

の
連

邦

文
書

館

に

そ

れ
ぞ

れ

所
蔵

さ

れ

て

い
た

重

要

な
ダ

レ
ー
文
書

が

、
一
部

で
は
あ

る
が

一
冊

の
史
料

集

に
掲

載

さ
れ

た
点

は
、

や

は

り
特

筆

す

べ
き

で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

当
然

の
こ
と

な
が

ら
、
出

典

と
し

て
文
書

館
名

、

文
書
名

、
B
e
s
t
a
n
d
並

び

に
B
l
a
t
tの
番

号
が

記

さ

れ

て

い
る

お
陰

で
、

コ
ブ

レ
ン
ツ
と

ゴ

ス
ラ
ー

双
方

の
文
書

館
史

料

の
検
索

が

行

い
や
す

く
な

っ
た

。

本

書

に
お

い
て
は
、

研
究
文

献

の
目

録

は
巻
末

に
記

載

さ
れ

て

い
る

が

、
残
念

な

が
ら
本

書

に

お

い
て
引
用

さ

れ
た
史

料

の
文
献

目
録

は
収

録

さ

れ
て

い
な

い
。
そ

の
た

め

に
本
書

の
史

料
的

基
盤

が

ど

の
程
度

の

も

の
な

の
か
が
、

一
目

で
は

わ

か
ら
な

い
。
そ

の
欠

を
補

う
意

味

で
も
、

以

下
、
本

書

に
掲
載

さ

れ

て

い
る
史

料

の
出
典

を
掲

げ

る

こ
と

に
す

る
。

な

お
、
史

料

の
蒐
集

状

況
を
適

確

に
把

握
す

る
た

め

に
も
、

刊
行

さ
れ

た
文

献

か
ら

の
史
料

の
引

用

に

つ
い
て
は
、

ぺ
ー
ジ
数

を
記

す

こ
と

に



す
る
。

未
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S.174ff. 

 
D
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D
eutschlands 

(SO
PA

D
E

), 
B

d.2 
(1935) , Frankfurt 

am
 

M
ain 

1980, 
S.1155ff. 

 
R

eichsgesetzblatt 
1933, 

T
eil 

I, S.627, 
667, 685; 1939, 

T
eil 

I, S.1520f. 

 Statistik 
des 

D
eutschen 

R
eiches, 

B
d.560, 

B
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1940, 
S. 

166.



逐
次
刊
行
物

同
時
代
文
献

研
究
文
献

 
W

irtschaft  
and 
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14 (1934), S.572; 18 (1938), S.607; 

23 (1943), S.210.

D
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r.10/1937, S.317. 

V
dlkischer B

eobachter, v. 6.10.1935.

 
R

. W
. 

D
arré, 

N
euadel 
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て

い
え

ば
、
ダ

レ
ー

の
演
説

並
び

に
論

文
集

で
あ

る

『血

と
土

に

つ
い

て

の
中

か
ら

の
引
用

が
目

に

つ
く
。

た

だ

、
史

料

の
引
用

が
ダ

レ
ー

の
著

作

す

べ
て

か
ら
な

さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は
な

い
。
ダ

レ
ー

の

「血

と
土

」

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
を
考

え

る
上

で
も

重

要

な
位

置

を
占

め

る

『北

方

人

種

の
生

命

源

と
し

て

の
農

民
身

分

以
上

か
ら

も
、

本
書

が

い
か

に
広
範

な
史

料
的

基
盤

に
支

え

ら
れ

た

史
料

集

で
あ

る

か
、
理

解

で
き

よ
う
。

そ

の
際
、

一
七

二
の
史

料

の
な

か
で
、
約

一
二
〇

の
史

料

が
未
刊

行

の
文
書

館
史

料

か
ら

の
引

用

で
あ

る
。

な

か

で
も
、

と

り
わ

け

コ
ブ

レ
ン

ツ
の
連
邦

文
書

館

か
ら

の
引

用

が
多

い
こ

と

に

一
目

で
気
付

く

で
あ

ろ
う
。

ま

た
、
刊

行
史

料

に
関

し

か
ら

の
引

用

は
な

い
の

で
あ

る
。
隴
を
得

て
蜀

を
望

む
よ

う

で
あ

る
が
、

こ

の
ダ

レ
ー

の
著

作

に
何

ら
か

の
形

で
触

れ
た
方

が

よ

か

っ
た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

以
上

が
、

本
書

に
収

め

ら
れ

て

い
る
史
料

の
概

観

で
あ

る
が

、
次

に

は
こ

の
史

料

に
関

す

る
解

題

に

つ
い
て
見

て

い
く

こ
と

に
し

よ
う
。

な

お
、

こ

の
解

題

の
内

容

は
多

種

多

様

な
史

料

を
反

映

し

て
多

岐

に
わ

た

っ
て
お

り
、

こ
こ

で
す

べ
て
を
網
羅

的

に
紹
介

す
る

こ
と

は
困
難

で

あ

る
。

そ

の
た

め
、
以

下

で
は
評

者

が

と
り
わ

け
興

味
深

い
と
思

わ
れ

た
点

に

つ
い

て
、

紹
介

す

る

に
と
ど

め

る
こ

と
を
あ

ら

か
じ

め

お
断

り

し
て

お
く
。

 
W

.G
. 

H
offm

ann, 
D

as  
W

achstum
 

.der 
deutschen 

W
irt-

schaft seit der 
M

itte des 19. 
Jahrhunderts, 

B
erlin 1965, S. 

274, 320, 454f., 526, 554ff., 585ff. 

 
M

. 
Jatzlauk, 

U
ntersuchung 

zur 
sozialokonom

ischen 

Struktur 
der 

deutschen 
L

andw
irtschaft 

1919-1939, D
iss. 

R
ostock 

1983, S.70ff. 

 
J. L

ehm
ann, U

ntersuchungen 
zur A

grarpolitik 
and L

and-

w
irtschaft 

im
 faschistischen 

D
eutschland, 

D
iss. R

ostock 

1977, T
abellen 

10, 13, 20, 22, 29, 41, 47, 70, 73, 82. 

 
V

ierteljahreshefte fur 
W

irtschaftsforschung, 13 (1938/39), 

S.411ff. 

 
V

ierteljahreshefte fur 
Z

eitgeschichte, 3 (1955), S.204ff. 

 
L

. Z
um

pe, 
W

irtschaft and 
Staat 

in D
eutschland 

1933-

1945, B
erlin 

/ V
adus 

1980, S.173.

(U
rn 

B
lut 

and 
B

oden)

(D
as 

B
auerntum

 
als 

L
ebensquell 

der 
N

ordischen 
R

asse) 
J



四

ま
ず

「
A

ダ

レ
ー
と

国
民
社

会

主
義
的

農

民
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
」

で

は
、
ダ

レ
ー
が

ナ
チ
党

に
入
党

し
た

経
緯

と
入

党
後

ナ
チ

ス
の
農

民
指ヒ

導

者

と
し

て
農

民

を
獲

得

し

て

い
く
過

程

が
、
彼

の
農

業

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

と
と

も

に
紹

介

さ
れ

て

い
る
。
こ

こ
で
目

に

つ
く

の
は
、
彼

の
血「

と
土
」

と
称

せ

ら
れ

る
農
業

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

に
占

め
る
農

民
身

分

の
重

要

性

に
関

す

る
指

摘

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
ダ

レ
ー

に
と

っ
て
、
農
民

身

分

は
食
糧

確
保

の
機

能

と
並

ん

で
、

「北

方

人
種

」
の

「
血

の
若
返
り

の
泉

」

で
あ

る
と

い

っ
た

課
題

を
満

た

し

て

い
る

が
故

に
、
農

民
身
分

は
国
家

の

「
支
柱

」

と
な

る

べ
き

と
さ

れ
た
。

ま

た
、
農

民

の
結
婚
は

ダ

レ
ー

に
と

っ
て
、

「
民
族

の
行

為
」
並
び

に

「
北
方

化
」
す
な

わ

ち
血

と
土

よ
り

な

る
北
方
貴

族

」

の
養
成

と

し

て
見

な

さ
れ

て

い
た

こ
と
が、

紹

介

さ
れ

て

い
る
。

こ
う
し

た

「血

と

土
」

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

に
、

二

つ
の
時

代
的

潮
流

、

す
な

わ

ち

「
人

口
政

策
的

-
優

生
学

的

」
潮
流

と

「
身

分
的

、

ま
た
は

農

民
身

分

的
政
策

」

の
潮

流

が
流

れ
込

ん

で

い
た

こ

と
も
指
摘

さ
れ
て

い
る
。
と

り
わ

け

こ
う
し

た
潮

流
が

】
九

世
紀

か

ら
由
来

す

る
も

の

で
、

ダ

レ
ー
ら

の

「
血

と
土

」

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

を

一
九
世
紀

の
精

神
的

な
時

代

的

潮
流

か

ら

の
連

続

の
な

か

に
位

置

づ

け

て

い
る

こ

と
は

興

味

深

い
。

そ

の
際

、
ダ

レ
ー

の
思

想

の
新

し
さ

と
し

て
、
彼

が

土
地

を
人

種

的

な

北

方

化

と

い

っ
た
意

味

で

の
血
統

の
た

め

の
義

務

と
結

び

付

け

㎜

て
、
「
血

の
思

想

の

一
部
」
と
し

て
理
解
じ

た

こ
と
が
指

摘

さ
れ

て

い
る
。

彼

の
農
業

政
策

に

つ
い
て
は
、

ヒ
ト
ラ

ー
内

閣

に
お

け
る
初

代

の
食

一

糧

農
業

相

フ

ー
ゲ

ン

ベ
ル
ク
(
A
.
 
H
u
g
e
n
b
e
r
g
)

が
失

脚

し
た
後

、

「血

　

と
土

の
世

界
観
」

を

「
新

た
な
農

民

の
権

利
」

に
組

み
入

れ

よ
う

と
し

・

た
が
、

結

局

は
失

敗

に
終

わ

っ
た

こ
と
が

強
調

さ

れ
る
。

そ

の
理
由

と

し

て
、

ヒ
ト

ラ
ー

の
世
界
支

配
構

想

を
挙
げ

、

そ

の
実
現

化

に
は
軍

需

.

産
業

の
拡

張
が

必
要

で
あ

り
、

再
農

業
化

は
前

提

で
は

な

か

っ
た

こ
と

が
指
摘

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

ま
た
、
ダ

レ
ー

の
政
治

的
影

響
力

の

「

喪

失

の
原

因

と
し

て
、
農
業

政
策

が

一
九

三
五

/

三
六
年

以
降

、
軍

備

拡
張

並
び

に
戦

争
準

備

に
従
属

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た

こ

と
を
挙

げ

て

い
る
こ

と
は
重

要

で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

ダ

レ
ー

の
政

治
的
影

響

力

の
喪

失

を
、

「
血

と
土

」
政
策

が
戦

争
準

備

の
た

め

の
政

策

に
は
合

わ

ず
、
軍
備
拡

張

政
策

に
と

っ
て
は
、
ダ

レ
ー

の
政

策

は
非

現
実

的

で
あ

っ

た

こ
と

が
強
調

さ

れ

て

い
る
。
そ

の
結

果
、
食
糧

省

次
官

の
バ

ッ
ケ
H
.

B
a
c
k
e

)
に
食

糧
省

の
実

権

は
移

り
、
さ

ら

に
は
農
業

を
含

む
経

済
全

体



の
指

導
権

は
ゲ

ー

リ

ン
グ
(
H
.
 
G
o
r
i
n
g
)

の
下

に
移

り
、
彼

の
支

配
下

の

四
力
年

計
画

庁

を
通

し

て
ダ

レ
ー

の
権

力

は
喪
失

し

て

い

っ
た
こ

と

が
指

摘

さ
れ

て

い
る
。

こ

こ
で
と

り
わ

け
重
要

な

の

は
、
第

三
帝

国
下

に
お

い
て
は
、

農
業

政
策

は
実

質
的

に
は
軍
備

拡

張
政
策

に
従
属

し
、

ダ

レ
ー

の

「
血

と
土

」

の
よ

う
な
農

業
独

自

の
政
策

の
実

現

は

か
な

り

困
難

で
あ

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

次

に

「
B

ポ

リ

ク
ラ

シ
ー
的
総

統

国
家

に
お
け

る
帝

国
食

糧

身
分

団
」

の
内

容

に

つ

い
て
紹

介

し
よ
う

。
再

軍
備

と

「
軍
事

経
済

」

の
優

位

の
な

か

で
農

業

諸

利

益

の
実

現

は

ど

の

よ
う

に

み
な

さ

れ

て

い
た

か
、

と

い

っ
た
問
題

に
対

し

て
、
農

民

は

一
九
三

七
年

の

「
生
産

戦
」

の
圧

力

の
下

で
苦

し
ん

で

い
た

こ
と
を
、

ダ

レ
ー

の
演
説

の
内

容

を
例

と
し

て
挙
げ

な
が

ら
触

れ

て

い
る
。

「
身

分
制

国
家

し
へ
の
道

は
、
帝

国

食

糧

身
分

団

の
場
合

に
も
全

く
幻
想

に
す
ぎ

な

か

っ
た

こ
と

が
紹
介

さ

れ

て

い
る
。

ま
た
、

帝
国

食
糧

身
分

団

と
食

糧

省
並

び

に
ゲ

ー
リ

ン
グ

の

四
力
年

計
画

庁

と

の
権

限
争

い
の
な

か
、
ダ

レ
ー
は

一
九

四

二
年

に

は
農

民
指

導
者

の
地

位

を
次
官

の
バ

ッ
ケ

に
譲

り
渡

し

て
、
事

実

上
失

脚

し

た

こ
と
が

述

べ
ら

れ
て

い
る
。

「
C

世

襲
農

場

と
植

民
問
題

」
に
お

い
て
は
、

こ
れ

ら

の
問

題

と
ダ

レ
ー

の
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

と

の
関

わ

り

に

つ
い
て

の
解

説

が
な

さ
れ

て

い

る
。

ま
ず

、

世
襲
農

場

に

つ
い
て
で
あ

る

が
、

こ
れ

は
ダ

レ
ー

に
と

っ

て

は

「
北

方

人
種

の
」
家

系

を
土
地

に
根

付

か

せ
る

た
め

の
寄
与

で
あ

り
、

こ
れ
以
外

の
も

の
は
す

べ
て
副

次

的

に
し

か
取

り
扱

わ
れ

な

か

っ

た

こ
と

が
指
摘

さ

れ

て

い
る
。

土

地

は
北
方

人
種

の
養

成

の
場

と
し

て

役
立

た
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と

し

て
土
地

の
最

も
重

要
な

機
能

が

こ

こ

に
見
出

さ

れ

て

い
る
。

そ

れ
故

、
ダ

レ
ー
が

「
農

民
」
と

「
経
営

者
」

と

を
区
別

し

た

こ
と

か
ら
窺

え

る
よ
う

に
、

国
民

経
済

や
食

糧
経

済

は

二

の
次

で
あ

っ
た

こ
と

が
指
摘

さ

れ

て

い
る
。

ま

た
、

世
襲
農

場

が
東

部

に

お
け
る
大

土
地

所
有

の
創

設

に
は
障

害

と
な

っ
た

こ
と
も
言

及

さ

れ

て

い
る
。

こ

こ
で
興
味

深

い
の
は
、

「
離
村
(
L
a
n
d
f
l
u
c
h
t
)

」
を
防

ぎ
止

め

る
た

め

に
公

式

に
設
立

さ

れ
た
世

襲
農

場

が
ま

さ

に

「
離
村

」

を
助

長

さ
せ

た

こ
と
が
指

摘

さ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

し

か
も

、
世

襲
農

場

に
よ

っ
て
土

地
不

足

と
な

り
、
土

地
が

高
価

に
な

っ
た
た

め

に
、

内

地
植

民

や
農
業

労

働
者

並
び

に
青

年
農

民

の
社
会

的
上

昇

が
困
難

に

な

っ
た

こ
と
も

ま
た

紹
介

さ

れ
て

い
る
。

ま

た
、
ダ

レ
ー

の
「
血

と
土
」

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

に
お
け

る

「
北

方
ゲ

ル

マ
ン
人

種
」

の

「
新
貴

族
」

の

創

設

と

い

っ
た

人
種

政
策

が
、

そ

の
後

の
国
防

軍

に
よ

る
東
方

占
領

地

域

に
お
け

る
人
種

の
抹
殺

の
背

景

に
あ

っ
た

と

い

っ
た
指

摘

は
、

ユ
ダ

ヤ
人

の
絶
滅

政
策

や

「
ス
ラ
ブ

人

の
奴
隷

化
」

政
策

を
考

え

る
上

で
重



要

な
視
点

を
提

供

し

て

い
る
と

い
え
よ

う
。

続

い
て

「
D

市

場
統

制
、

『生

産
戦

』
並

び

に
ア

ウ
タ

ル
キ

ー

の
試

み
」

の
紹

介

に
移

ろ
う

。

こ
こ

で
は
、

ま
ず
ダ

レ
ー

の
市
場

統
制

の
構

想

が
基
本

的

に

は
伝

統

的
保

守
派

の
構

想

を
踏
襲

し

て

い
た

こ
と
が
指

摘

さ

れ
、

と
り

わ
け
、

酪
農

品

や
油
脂

の
市

場
統

制

政
策

は
彼

の
前

任

者

で
あ

る

フ
ー
ゲ

ン
ベ

ル
ク

の

「
油
脂

計
画
(
F
e
t
t
p
l
a
n
)

」
を

始

め
と

し

た
農

業
政

策

を
模
範

と

し

て
踏

襲

し
た

こ

と
が
強

調

さ
れ

て

い
る
。

に
も
拘

ら
ず

、
帝

国
食

糧
身

分

団

に
よ

る
市
場
統

制

は
逆

に
農

民

の
不

満

を
買

い
、

ま

す
ま

す
批
判

さ

れ

る

に
至

っ
た

こ
と
が
言

及

さ
れ

て

い

る
。

ま
た
、

「
生

産
戦

」
に
お

い
て

は
、
外

貨
不

足

に
悩

む
ド

イ

ツ
経

済

省

と
ダ

レ
ー

と

の
間

で
穀

物

不

足

を

補

う

た

め

の
外

貨

の
準

備

を

め

ぐ

っ
て
激

し

い
争

い
が
な

さ

れ
、
結

局

は
食
糧

不
足

に
よ

る
民
衆

の
不

満

を

恐

れ
た

ヒ
ト

ラ
ー

の
指
令

に
よ

っ
て
穀
物

輸

入

の
た

め

の
外

貨
が

準

備

さ

れ
た

こ
と
が

紹
介

さ

れ

て

い
る
。
こ

こ

で
特

に
興
味

深

い
の
は

、

東

南

欧
政
策

と
し

て
結
実

す

る

ヒ
ト

ラ
ー

の
広
域

経
済

圏
構

想

が
、
「
農

業

保

守
派

の
サ
ー

ク

ル
」

の
抱

く

構
想

と

一
致

し

て
お
り
、

し

か
も
大

工
業

に
よ

っ
て
も
支

持

を
受

け

て

い
た
こ

と

の
指

摘

で
あ

る
。
そ

の
際

、

ダ

レ
ー

は

「
ド
イ

ツ

の
生

存

圏

の
拡
大

」

の
決
定

的

な
牽
引

者

で
あ

っ

た

こ
と

が
強
調

さ

れ

て

い
る
。

に
も
拘

ら
ず

、
東

南
欧

諸

国

か
ら

の
農

産
物

輸

入

の
総
量

は
国

内

の
農

産

物

の
不
足

分

を
補

う

に
は
十

分

で
は

な

か

っ
た

こ
と

の
指
摘

は
重

要

で
あ

る
。

「
E

軍
備

拡
張

期

に

お
け

る
危

…機

の
徴

候

と
隘

路

」
で
は
、
ダ

レ
ー

の
農
民

保
護

と

い

っ
た
農
業

政
策

が

、
そ

の
意

に
反

し

て
実

際

に
は
農

民

、
特

に
零

細
経

営

で
あ

る
農

民

の
困
窮

を
招

い
た

こ
と
が
指

摘

さ
れ

る
。

こ
れ

と
は
逆

に
、

ダ

レ
ー
が
敵

視
し

て

い
た
大

土
地

所
有

の
経

営

は
む

し

ろ
比

較

的
安
定

し

て

い
た

こ
と

が
触

れ
ら

れ

て

い
る
。

ま

た
、

第

二
次

世

界
大

戦
勃

発
前

に
は
、
あ

ら

ゆ
る
農

業
生

産
物

は
満

足

な
状

態

と
は

お
よ
そ

掛

け
離

れ
た
も

の
で
あ

り
、
農

村

は
不
平

と
不
満

で
充

満
し

て

い
た

こ
と

の
指
摘

は
興

味
深

い
。

戦
争

が
勃

発

す

る
や
、
帝

国

食

糧

身

分

団

や

四

力
年

計

画

に
お

け

る
農

業

部

門

の
責

任
者

で
あ

る

バ

ッ
ケ

は
、

ナ
チ
指

導
部

に
広

範

な
要
求

を
突

き

付
け

た
が

、

と
り

わ

け

「
農

民

醇

化

経

済

の

危

機
(
K
r
i
s
e
 
d
e
r
 
 
b
a
u
e
r
l
i
c
h
e
n

V
 
e
r
e
d
e
l
u
n
g
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
 
t
 
)

」
を

そ

の
中

心

に
据

え
た
。

と

い
う

の

は
、

当
時

の
価

格

の
統
計

が

示
す

よ
う

に
畜

産
業

の
状

況
が

悪
化

し

て

い
た

か
ら

で
あ

る
。

バ

ッ
ケ
が
繰

り
返

し

こ
れ

ら

の
価

格
引

上
げ

を
要

求

し

た

こ

と
が
触

れ
ら

れ

て

い
る
。

こ

の
要

求

に
強
く

反
対

し

た

の
が
、

ヘ

ス
(
R
.
 
H
e
B
)
で
あ

っ
た
。

こ

こ

で
と
り

わ
け
興

味
深

い
の

は
、

バ

ッ

ケ

や
ダ

レ
ー
が
覚

書

に

お

い
て
、

こ
れ
ま

で

の
工
業
利

益

に
明

ら

か
に



有

利

な
経
済

政
策

を

批
判

し

た
と

い
う
指

摘

で
あ

る
。

ま
た
、

一
九
三

九
年

に

お

い
て
、
ダ

レ
ー
が

こ
れ

ま

で
な
さ

れ

て
き
た
政

策

の
完

全
な

失

敗

を
自

ら
認

め
た

こ
と

を
示

す
史

料

の

「
発

掘
」

は
、

第

三
帝

国

に

お
け

る
農
業

政
策

を

評
価

す

る
上

で
、
極

め

て
重
要

で
あ

る
。

さ

ら

に
注
目

さ

れ
る

の
は
、

ナ

チ

ス
が
農
民

に
対

し

て

「
血

と
土

」

と

い

っ
た

ス

ロ
ー
ガ

ン
の
下

で
行

っ
た
約
束

を

実
行

で
き
な

か

っ
た
と

い
う
主

張

で
あ

る
。

し

か
も
、

ナ
チ

ス
国
家

の
指
導

部
が

、
重

工
業

の

発
展

を
優
先

的

に
促
進

し

、
来

る

べ
き
戦

争

に
備

え

て
、

高
度

な
軍

備

を
可
能

に
す

る
た

め

に
他

の
あ

ら

ゆ
る
利

益

は
む
し

ろ
な

い
が

し

ろ

に

さ
れ

た
と

い

っ
た
指
摘

は
、
第

三
帝

国

に
お
け

る
経

済
政

策

の
性
格

並

び

に
農

業

界
を
含

め
た
経

済
界

に
お
け

る
力
関

係

を
考
察

す

る
上

で
、

重

要

な
視
点

を
与

え

て

い
る

と

い
え

よ
う

(後

述
、

五

参
照

)
。

「
F

拡

張

さ
れ

た

『生

存
圏

』

に

お
け

る
戦

時
食

糧
経

済
」

で
は
、

ダ

レ
ー

の
農

民

に
友
好

的

な
態
度

は
、
も

は
や

問
題

に
は
な
ら

な
か

っ

た

こ
と
が
強

調

さ
れ

る
。

そ
れ
故

、
戦

時

下

に
お

い
て

は
、
農

村

に
お

い
て
農

婦

の
間

で
も

か
な

り
険

悪
な

雰
囲
気

が
醸

し
出

さ
れ

て

い
た
事

実

が
明

ら

か

に
さ

れ
て

い
る
。

ま
た

、
戦
時

食

糧
経

済
が

占
領

し

た
地

域

か
ら

の
食

糧

の
搾

取
を
前

提

と
し

て

お
り
、

こ

の
搾

取

が
第

三
帝

国

の
繁
栄

の
前

提

で
あ

っ
た

と

い

っ
た
指

摘

は
重

要

で
あ

る
。

こ
こ

で
と

り

わ
け
興

味
深

か

っ
た

の
は
、

戦
時

下

に

お

い
て

一
九

四
四
年

三
月

ま

で

に
ド
イ

ツ

が

ロ
シ
ア

か
ら
九

〇
〇

万

ト

ン
以
上

の
穀
物

、

三
三
〇

万

ト

ン
以
上

の
馬
鈴

薯

、

二
五
〇

万

ト

ン
以
上

の
飼
料

を
強

奪

し
、

さ
ら

に
、

ソ
連
農

業

は
戦

時
中

に
お

い
て
、

七
〇
〇

万
頭

の
馬

、

一
七
〇

〇

万
頭

の
牛

、

二
〇
〇

〇
万

頭

の
豚

を
喪
失

し
、

七

万
以
上

の
村

が
破

壊

さ
れ

た
と

い

っ
た
事
実

の
指

摘

で
あ

る
。

そ

し
て
、

第

三
帝

国

の
ア
ウ

タ

ル
キ
ー

並
び

に
征
服

の
夢

が

ド
イ

ツ

の
完

全

な
敗

北

と

い

っ
た
物

質

的

並
び

に
精

神
的

な
破

壊

を
も

た
ら

し

た

こ
と
が
強

調

さ
れ

て
、
解

題

は
締

め
括

ら
れ

て

い
る
。

五

以
上

が
評

者

が
興
味

深

い
と

思

っ
た
解
題

の
内
容

に

つ
い
て

の
大

ま

か
な
紹

介

で
あ

る
。
最

後

に
本
書

に
関
す

る
論

評
を

幾

つ
か
述

べ
て
結

び

に
代

え

た

い
。

ま
ず

、
本

書

は
ダ

レ
ー

の
農
業

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

と
彼

の
農

業

政
策

に

関

連

す
る
多

種
多

様

な

テ
ー

マ
に

つ
い
て
幅

広

く
史
料

を

掲
載

し
た

史

料
集

と
し

て
有
益

な

わ
け

で
は
あ

る

が
、
逆

に
テ

ー

マ
を
絞

ら

な

か

っ

た
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

の
テ

ー

マ
に
関

し

て
は
関
係

史
料

が

量
的

に
少

な



い
と

い

っ
た
問
題

が
生

じ

て

い
る
。

も

ち
ろ
ん

、
本
書

は
ダ

レ
ー

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
と
政

策

に
関
連

す

る
さ

ま
ざ

ま
な
史

料

を
幅

広
く
掲

載

す

る

こ
と
を
目

的

と
し

た
史
料

集

で
あ

る
た

め
、

そ

れ
ぞ
れ

の

テ
ー

マ
に

関

係
す

る
史

料
が

量
的

に
少

な

い
の
は
仕
方

が

な

い

こ
と
で

は
あ

る
。

し
か

し
、
史

料

の
質

に
関

し

て

い
う

な
ら
ば

、

或

る
テ

ー

マ
で
は
従

来

あ

ま

り
利
用

さ

れ
な

か

っ
た
り
、

殆

ど
言

及

さ
れ
な

か

っ
た
史

料
が

掲

載

さ

れ

て

い
る

の

に
対

し

て
、
或

る
他

の
テ

ー

マ
で
は
逆

に
目

新

し

い

史

料

が
極
端

に
少

な

い
と

い

っ
た

バ
ラ

ツ
キ
も

ま

た
生
じ

て
い
る

の

で

(6

)

あ

る
。

あ

く
ま

で
も
、

本
書

は
副
題

に
あ

る
よ

う

に

「
ヒ
ト
ラ
ー

国

家

に

お
け
る

人
種
的

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

と
農

業

政
策

」

に
関
連

す

る
広
範

な

テ

ー

マ

の
史

料

案

内

を

兼

ね

た

史

料

集

と

考

え

る

べ

き

な

の

で

あ

(7
)

ろ
う
。

本
書

の
解

題

に
お

い
て
、
ダ

レ
ー

の
農

業
政

策

と

フ
ー
ゲ

ン

ベ

ル
ク

(8

)

の
農
業
政
策
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
評
者

(
9
V

は
全

く
同
意

見

な

の
で
あ

る

が
、

フ
ー
ゲ

ン

ベ
ル
ク

の
農

業
政

策

と
ダ

レ
ー
の
後

任

で
あ

る
バ

ッ
ケ

の
農

業

政
策

と

は

一
体

ど

う
関
係

す

る

の

か

と

い

っ
た
問
題

に

つ
い
て

は
殆

ど
触

れ
ら

れ

て
は

い
な

い
。

ま

た
、

解

題

に

お

い
て
ダ

レ
ー

と

バ
ッ
ケ

と

の
農

業
政

策

の
相
違

に

つ
い
て
興

味

深

い
指
摘

が

あ

る
も

の

の
、

そ

の
相
違

を
生

み
出

し

た
も

の
が

一
体

何

で
あ

る

の

か
、

そ

の
際
両

者

の
農
業

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
上

の
相
違

は
在

る

の
か
と

い

っ
た
点

に

つ
い
て
は
、

こ
れ

ら

の
答

え
を
示

唆

す
る
史
料

を

掲
載

し

て

い
る

に
も
拘

ら
ず
、

解
題

で
は
言

及

さ
れ

て

い
な

い
。

こ

う

し

た
問
題

は
第

三
帝

国

の
農
業

政
策

と

伝
統

的
保

守
派

の
農

業
政

策

の
連
続

と
非

連

続

並

び

に
第

三
帝

国

に

お
け

る

農
業

政

策

の
転

換

と

い

っ
た
問
題

を
考

え

る
際

に
も
重

要

な
ポ

イ

ン
ト

で
あ

る
故
、

是
非

と

も
解
題

に
お

い
て
触

れ

て
欲

し

い
と
こ

ろ
で
あ

っ
た
。

解
題

に
お

い
て
、
第

三
帝

国

の
経

済
政

策

の
主

た
る
目

標

が
重

工
業

の
発

展

に
あ
り
、

農
業

は
序

々

に
脇

へ
と
追

い
や

ら
れ

た

こ
と
が
何

度

(
拍
)

も
史
料

と
と
も

に
強

調

さ
れ

て

い
る
。

こ

の
指

摘

は
、
第

三
帝

国

に
お

い
て
は
経

済
界
内

部

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
が
重

工
業

界

側

に
あ

っ
た

と

い

っ

た
主

張

に
も
連

な

る
。

こ

の
こ
と

は
、
経

済
界

内
部

の
主

導
権

が

フ
ー

ゲ

ン

ベ
ル
ク
、

シ

ャ

ハ
ト
(
H
.
 
S
c
h
a
c
h
t
)

を
経

て
、
ゲ

ー
リ

ン
グ

へ

と
移

っ
た

こ
と
を
示

唆

し

て

い
る

と

い
え
よ

う
。

ユ
ン
カ

ー
の
政

治
的

代
表
者

で
あ

っ
た

フ
ー
ゲ

ン

ベ
ル
ク

か
ら
、
重

工
業

界

の
政

治
的
代

表

者

た
る

シ

ャ

ハ
ト
、

ゲ

ー
リ

ン
グ

へ
と
主

導
権

が
変

遷

し
た

こ

と
は
、

経
済

界
内

部

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
が

農
業

界

か
ら
重

工
業

界

へ
と
移
行

し
た

こ

と
を
意

味

す
る
。

こ
の

こ
と
は
、

逆

に

い
え
ば

、
農
業

界

、

と
り
わ

け

ユ
ン

カ
ー
が

経

済

政

策

の
決
定

過

程

に

お
け

る
政

治

的

な

影

響

力



を
、
第

三
帝

国

に
お

い
て
は
、
序

々

に
失

っ
て

い

っ
た

こ
と

を
示

し

て

い
る

と

い
え
よ

う
。

そ

の

一
方

で
、
本
書

で
は

ユ
ン
カ
ー

の
政
治

的
代

表
者

た

る

フ
ー
ゲ

ン
ベ

ル
ク
か
ら

、
農

民

の
政
治

的
代
表

者

た

る
ダ

レ
ー

へ
、

さ
ら

に
は

ナ
チ

ス
の
古

参

党
員

で

四
力
年

計
画

庁

の
農
業

生
産

局
長

で
も
あ

っ
た

食

糧

省
次

官

バ

ッ
ケ

へ
と
、
農

業
界

内
部

に
お
け

る
主
導

権

が
移
行

し

て

い

っ
た

こ
と
が
史

料

と
解
題

に
よ

っ
て
明

ら

か
に
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
こ
と

は
、
第

三
帝

国

に

お

い
て
は

ユ
ン
カ

ー
層

か
ら
農

民
層

へ
農

業

界

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー

が
移

り
、

さ
ら

に

は
四

力
年

計
画

庁

を
中

心

と
し
た

官
僚

層

へ
と
農

業
界

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
が
移

っ
て

い

っ
た

こ

と
を
示
唆

し

て

い
る
。

少

な
く

と
も
第

三
帝

国

に

お

い
て
は
、

ユ
ン
カ

ー
層

は
農

業

政
策

の
決

定
過

程

に
お

い
て
も
、
当

初
支

配

的
だ

っ
た

影
響

力

を
喪

失

し

て

い

っ
た

こ

と
が
、

本
書

で

の
史
料

と
解

題

か
ら
読

み
取

る

こ
と

が

で
き

る
の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
本

書

の
史
料

と
解

題

か
ら

で
は

あ
る

が
、
第

三
帝

国

で

は

ユ
ン
カ

i
層

は
経
済

界

に

お

い
て
は
工
業

界
、

と

り
わ

け
重

工
業
界

に
そ

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー

を
奪

わ

れ
、
農

業

界

に
お

い
て

も

そ

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
を

農
民

層

に
、

さ
ら

に
は
官

僚
層

に
奪

わ

れ

て

い

っ
た

こ
と
が
窺

(11
)

え
る
。

し

か
し
、

本
書

で
は
主

た

る
視

角

が
ダ

レ
ー

の
農
業

イ
デ

オ

ロ

ギ

ー

と
農
業

政
策

に
置

か
れ

て

い
る
た

め

に
、
経

済

界
内

部

に
お

け
る

農

業
界

と

工
業
界

と

の
力
関

係

や
農
業

界
内

部

に
お
け

る

ユ
ン
カ

ー
層

や
農

民
層

と

の
力
関
係

な

ど
を

検
討

す

る
際

の
、
史

料

が
薄

弱

で
あ

る

と

い
わ
ざ

る
を
得

な

い
。
今

後

、

さ
ら

に
第
三
帝

国

に
お
け

る
農
業

界

内

部

に

お
け

る

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー

の
移
行

と

い

っ
た
観
点

か
ら
も
、

第

三
帝

国

の
権

力
構

造

を
動
態

的

に
択

え

る
必
要

が
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

そ
し

て
、

そ

の
際

に
官
僚
層

を

ど

の
よ

う

に
位

置

づ
け

る

か
と

い

っ
た
課

題

も
残

さ

れ
て

い
る

と

い
え

よ
う

。

第

三
帝

国

の
農
業

界

に
お

け
る
官

僚
層

の
問
題

を
考

え

る
際

に
、
ダ

レ
ー
や

バ

ッ
ケ
と

い

っ
た
政
治

的
指

導
者

と

並
ん

で
、
彼

ら

が
依
拠

し

た
帝

国
食

糧

身

分

団

や
食

糧

省

並

び

に
四

力
年

計

画

庁

と

い

っ
た
行

政

・
官
僚

組
織

間

の
関
係

に

つ
い
て
も
検

討

す

る
必
要

が
あ

る

と

い
え

る
。

と

り
わ

け
、
第

三
帝

国

の
農
業

界

に
お

い
て
も
権

限

を
増
大

さ

せ

て
く
る

四

力
年

計

画
庁

と
食
糧

省

と

の
競
合

関
係

に
着

目

す
る

こ
と

が

重
要

で
あ

る
。

主

と

し
て
第

三
帝

国

に

お
け
る
農

業
政

策

は
、
ダ

レ
ー

の

「
血

と
土
」
政
策

が

ト

ッ
プ

ダ

ウ

ン
で
展
開

さ

れ
た

と

い
う

よ
り
も

、

む
し

ろ
官
僚

組
織

間

に
お

け
る
権

限
争

い
の
な

か

で
主

導
権

を
握

っ
た

四
力
年

計
画

庁

に
よ

っ
て
展

開

さ
れ

た
も

の

で
あ
り
、

こ
の
意
味

で
官

僚

組
織

主
導

に
よ

っ
て
な

さ
れ

て

い
た

と
も

い
え

る
も

の
で
あ

る
。



以
上

の
よ
う
な

択

え
方

を
し

た
場
合

、
第

三
帝

国

の
権
力

構
造

を
考

え
る
ヒ

で
重

要

な
問
題

と
な

る

の
は

、
官
僚

組
織

と

ヒ
ト
ラ

ー
と

の
関

係

で
あ

ろ

う
。

ヒ
ト

ラ

ー
は
農
業

政
策

一
般

に
関

し

て

は
さ

ほ
ど

の
関

心
は
示

さ

な

か

っ
た

が
、

し

か
し
、
本

書

で
も
触

れ
ら

れ
て

い
る
よ

う

に
食

糧

問
題

と

い

っ
た
領
域

に
は

か
な
り
関

心

を
払

っ
て

い
た
。
す

な

わ
ち
、

農
業

政
策

で

も
軍
事

経
済

に
関

わ

る
領
域

に
お

い
て

は
、

ヒ
ト

ラ
ー

の
関
心

は

か
な

り
高

か

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

点
を
考

慮

す

る
な

ら
ば
、

農
業

政
策

に
お

い
て
も

ヒ

ト
ラ

ー

の
関

心

の
高

い
領
域

で

は

ヒ
ト
ラ

ー

の
イ

ニ
シ
ア

チ
ブ

が
強

く
働

き
、

低

い
領
域

で

は
官
僚

組

織

主
導

の
下

で
政

策

が
立
案

、
決

定

、
執
行

さ
れ

て

い
た
と

い
う

こ
と

(
12
)

が
指
摘
で
き
よ
う
。

第
三
帝
国
の
農
業
政
策
の
決
定
過
程
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
を
官
僚
組

織
と
の
関
係
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
際
に
は
、
ま
ず
農
業
政
策
の
領
域

ご
と
に
異
な
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
関
心
の
高
低
を
確
認
し
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域
ご
と
に
異
な
る
ヒ
ト
ラ
ー
と
官
僚
組
織
と
の
関
係
を
把
握
し
た

上
で
、
最
後
に
農
業
政
策
の
領
域
全
体
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
統

一

的
に
論
じ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う
し
て
初
め
て
第
三
帝
国
の

農
業
政
策
の
領
域
全
体
に
お
け
る
権
力
構
造
の
全
貌
が
見
え
て
く
る
と

い
え
る
。
そ
の
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
本
書
は
農
業
政
策
の
ほ
ぼ

領
域

全
体

に
わ

た

っ
て
関
連

す

る
史
料

を
提

示

し

て

い
る

の

で
あ

る

。

し
か

し
、
繰

り
返

し

に
な

る
が

、
本
書

は
あ
く

ま

で
も
ダ

レ
ー

の
農

業

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
と
彼

の
農
業

政
策

を
中

心

と

し
た
構

成

と
な

っ
て

い
る

た
め

に
、
ダ

レ
ー
が
農

業

界

に
お
け

る
主

導
権

を
喪

失

し
た
後

に

つ
い

て
は
、

あ

ま
り
重

点

が
置

か
れ

て

い
な

い
故
、

大
戦

勃
発

以
後

に

つ
い

て
は
史

料
的

基
盤

が
相

対

的

に
弱

い
と

い

っ
た

限
界

が
あ

る
。

に
も
拘

ら
ず

、
本
書

は
第

三
帝

国

の
農
業

政
策

を
検

討

す

る
際

に
は
、

必
要

不
可
欠

の
史

料

と
研

究
史

上

の
重
要

な
情

報

を
含

ん
で

お
り
、

ダ

レ
ー
や
農
業

政
策

の
研
究
者

の
み

な
ら
ず

、
第

三
帝

国

の
権
力

構
造

に

関

心

を
抱

く
研
究

者

に
も
有

益

な
史

料
集

で
あ

る

と

い
え
よ

う
。
本

書

を
踏

ま
え

た
上

で

の
、

こ
れ
ら

の
分

野

の

一
層

の
研

究

の
進

展
が
望

ま

れ
る

。
註
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(3
)
た
だ
、
本
書

の
テ
ー

マ
に
関

す
る
研
究

文
献

が
す

べ
て

に
わ

た

っ
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
特
に
、
第
三
帝
国
の
農
業

政
策

に
対
す
る
各
地
域
、
と
り
わ
け
東

エ
ル
ベ
地
域

の
農
村
住
民

の

反
応

に

つ
い
て
考
察

し
た
重
要
な
研
究

が
幾

つ
か
漏
れ
て

い
る

(但

し
、
例
外
的

に
バ
イ

エ
ル
ン
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
網
羅

さ
れ

て
い
る
)
。

(4
)
伊
集
院

立

二

九
三
〇

年

の
ナ
チ

ス

の
農
業
政

策

と
ヴ
ァ
ル

タ
ー

・
ダ

レ
ー
1
革
命
的
農
民
的
千
年

王
国
か

エ
リ
ー
ト
的
人
種
論

的
職
能
身
分
国
家

か
ー
」
『茨
城
大
学
教
養
部
紀
要
』
第

一
七
号
、

一

九
八
五
年
、

一
～
一
二

頁
、
豊
永
泰

子
『ド
イ

ツ
農
村

に
お
け
る
ナ
チ

ズ
ム

へ
の
道
』
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
、

一
九
九
四
年
、
中
村
幹
雄

『
ナ
チ

党

の
思
想
と
運
動
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
〇
年
。

(6
)
例
え
ば
、

コ
ル
ニ
ー
は
フ
ー
ゲ

ン
ベ
ル
ク
と
ダ

レ
ー
の
農
業
政

策

の
連
続
性
を
強
調

す
る
わ
け
で
は
あ

る
が

(註
8
を
参
照
)
、
こ
こ

で
は
フ
ー
ゲ

ン
ベ
ル
ク
の
農
業
政
策

に
関
す
る
史
料
は
、
わ
ず

か
三

つ
し
か
掲
載
さ
れ
て

い
な

い

七
四
番

の
史
料
は
、
出
典

は
コ
ブ

レ
ン
ツ
の
連
邦
文
書
館

し

か

も

に

な

っ
て

い
る

が
、
七
五
番

の
史
料

と
同
様

に
、
実
は
既

に
刊
行
史
料
た
る

に
掲

載

さ

れ

て

い
る

。

(
7
)
と

い
う

の
は
、
本
書

は
学
生
を
始

め
幅
広

い
読
者

を
想
定

し
た

「
歴
史

セ
ミ
ナ
ー

」
シ
リ
ー
ズ

の
第
五

巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

(
8
)
こ
の
部
分
は
、
コ
ル
ニ
ー
が
既
に
別

の
論
文

に
お

い
て
、
力
説
し

た

と

こ

ろ

で
あ

る

。

の
論
文

は
序

に
あ

た
る
部

分
を
大
幅

に
削
除

修
正

し
た
う

え
で
、

甲
に
収

録

さ

れ

て

い
る
。
な

お
、
註

6
も
参

照
。

(
9
)
例

え
ば
、
本
書
で
は
触

れ
ら
れ
て

い
な
い
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
初

期

に
発
布

さ
れ
た

「
ド
イ
ツ
農
業
債
務
整

理
法
」
は
、
債
務
整
理

に
関

す
る
ナ
チ
ス
の
「
思
ひ
切

つ
た
処
置

」
と
し
て
戦
中

の
日
本

で
も
紹
介

さ
れ
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
が

(山
田
晟

「
ド
イ
ツ
農
業
債
務
整
理
法

に
つ

い
て

(
一
)
」
『法
学
協
会
雑
誌
』
第
六
〇
巻
第

一
号
、

一
九

四
二
年
、

二
二
頁
)
、
実

は
こ
れ
は

フ
ー
ゲ

ン
ベ
ル
ク
が

一
九
三
〇
年

一,
二
月

に

国
会

に
提
出

し
た
計
画

を
彼
が
こ
の
時
期
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
独
自

の

農

業

政

策

で

は
な

い
。
ダ

レ
ー

は

フ
ー

ゲ

ン
ベ

ル

ク

の
「農

業

債

務

整

理
法

」

を

そ

の
後

も

引

き
継

い
だ

だ

け

な

の

で

あ

る
。

な

お
、

ヒ
ト

ラ

ー
内

閣

に

お

け
る

フ
ー
ゲ

ン

ベ

ル
ク

の
農

業

政

策

の
概

観

に

つ
い

て

は
、
拙

稿

「
ヒ

ト

ラ

ー
内

閣

に

お
け

る

フ
ー
ゲ

ン

ベ

ル
ク

の
経

済

政

策

」

『九

州

歴
史

科

学

』
第

二

]
号

、

一
九

九

三
年

、

七

～

一
五
頁

を

D
ers., 

D
ie 

nationalsozialistische 
M

achtergreifung 
auf 

dem
 agrarpolitischen 

Sektor, 
in:  Z

eitschrift fair 
A

grarge-

schichte 
and 

A
grarsoziologie, 

Jg.16 
(1968), 

S.210-232.

R
hein 

1983, 
D

ok. 
N

r.31, 
S.125-128

(H
istorisches 

Sem
inar)

C
f. 

G
. 

C
orni, 

A
lfred 

H
ugenberg 

as

M
inister 

of 
A

griculture: 
Interlude 

or 
C
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参
照
。

(
10
)
同
様
の
主
旨

の
指
摘

は
、
栗
原
優

『第

二
次
世
界

大
戦

の
勃

発

ー

ヒ
ト
ラ
ー
と
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
i
』名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九

四
年
、
二
】二
七
、
三
五
五
頁

に
あ
る
。

(11
)
以
上
の
指
摘
は
、
本
書

の
解
題

に
お

い
て
明
示
的
に
述

べ
ら
れ

て
は
い
な

い
。
し

か
し
、
評
者

の
問
題
意
識

に
基
づ

い
て
本
書

の
解

題

と
史
料
を
読

む
限
り

に
お

い
て
は
、
仮
説
の
段
階

に
と
ど
ま
る
も
の

の
、
こ
う
し
た
主
張

は
可
能

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書

の
解
題
と
史
料
だ
け
か
ら
こ
う
し
た
主
張
を
行
う

の
は
不
十

分
で
あ

り
、
今
後
、
広
範

な
史
資
料
に
基
づ

い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ

る
が
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
評
者
の
今
後

の
課
題

で
あ
る
。

(12
)

こ
う
し
た
指
摘
は
、
田
嶋
信
雄

『
ナ
チ
ズ

ム
外
交
と

「満
洲
国
」』

千
倉
書
房
、

一
九
九
二
年
、

六
八
～
八
四
頁

か
ら
示
唆
を
受
け
た
。


