
１. オールの世界食料委員会 (World Food Board) 提案

筆者は前稿 ｢ジョン・ボイド・オールの食料政策論 (上) (中) (下)｣ (『立教経済学研究』��巻１号, ２号, ３号, ����年７月, ��月, ����年１月) で, 国際連合食糧農業機関 (����������������������������������������������������) 初代事務局長ジョン・ボ
イド・オール (����������������‒����年) の食料政策論を, 第二次世界大戦前, 戦争中,
そして戦後に分けて, 各時期の英国食料政策の展開との関連で明らかにした｡ オールの回顧録

への序文で��カルダーが記したように, ｢オールは戦時中奇妙な役割を演じた｡ なぜなら, 彼
自身は当時実施された非常に多くの事柄の創始者であったにもかかわらず, 体制側は世界の人

々への食料供給に関するラディカルな理念を表明している彼を不信の眼で見続けたからである｡

体制側は, 戦時英国の実際上の必要事に関するアドバイザーとして, また委員会のメンバーと

して彼の意見を聞く用意があったが, それでも彼を空想家と見なし続けた｣１)｡

空想家かどうかは別にして, オールのラディカルな理念が体制側と対立したという指摘には

理由があった｡ 戦前にはオールは, 生理学・栄養学者として出発した自らを, 社会問題に発言

する ｢改革者｣ へと変化させた 『食料, 健康, そして所得』 (��������������������������������������������������������������������������������������) に
おいて, ビタミンの発見をはじめとする栄養学の新知識に基づいて, 貧困が原因で社会の半数

は ｢栄養不良 (������������)｣ 状態にあることを鋭く暴きだした｡ これによって彼は, ��世
紀末からの食料価格の低下と��世紀に入っての各種社会保障制度の整備とを背景に, 英国社会
は飢餓との闘いに勝利したという立場をとった, 保健省をはじめとする政府との対立を強めた｡

彼が ｢改革者｣ としての立場をとりえたのは, グラスゴウをはじめ各地のスラムでの人々の悲

惨な生活状態と不十分な栄養摂取状態とそれがもたらす様々の疾病とを熟知していたからであ

った｡ とりわけ貧民層の食事においては, 穀類をはじめとする ｢エネルギーを生む｣ 食料の消
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費は足りているが, ミルクをはじめとする ｢健康を守る食料｣ の消費が決定的に不足していた｡

彼は, 社会の全成員に健康基準を充たす食料消費を可能にすることが国の食料政策の基本であ

るという立場から, 農業政策もそれに適合したものであるべきとした｡ そして英国農業を ｢健

康を守る食料｣ を中心に再編することを提唱し, 小麦法 (����年) による小麦補助金や甜菜補
助金の縮小と廃止を提言した｡ さらに彼は����年代の世界恐慌の只中で, 農業マーケッティン
グ法 (����年) やミルク・マーケッティング・ボード設立に示された, 生産者利益擁護のため
の供給制限策を, それが食料価格を高めて貧民層の食生活改善を妨げ, ｢豊富の中の貧困｣ を

生んでいるという事実に基づいて批判した｡

オールは戦中には, 食料・飼料輸入が制限されるなかで, 必要栄養基準に基づいて国内食料

生産と輸入食料とについてそれぞれ明確な優先順位 (前者では, ミルク・野菜・ジャガイモ, 後

者では小麦・脂質) をつけたうえで, 生産者に ｢価格と市場の保証｣ を与えることを通じて国内

食料供給体制を計画化することを提唱した｡ さらに彼は, パンを配給制の対象からはずすととも

に, 補助金によるパンの低価格によって貧者のカロリー摂取を確保したうえで, 食料の平等な配

分を通じて彼らの栄養状態を改善することを主張した｡ これこそが戦時下でのホーム・フロント

に求められる最重要事であった｡ 以上の限りでは, オールの主張が戦時食料政策に, 直接かどう

かは別にして, 反映されていたことは事実である｡

しかしながらオールは, 戦中から戦後の国内農業政策に関して, 食料関連ビック・ビジネスの

国有化と主要食料への補助金支出とを前提に, ｢国家食料ボード｣ のもとでの各種農産物の計画

的購入と価格安定化のための在庫制度の設立とを提案し, 戦時食料政策の中で実現しつつあっ

た貧者の栄養状態の改善をさらに高い段階に推し進め, 国民のニーズに応じた食料供給体制の

確立を提案する｡ そこでは, 食料生産の国際的分業体制の一分節として, 英国農業は小麦・甜

菜など ｢エネルギーを生む食料｣ 生産を縮小しミルク・畜産・野菜など ｢健康を守る食料｣ 生

産を拡大することが想定されていた｡

さらにオールは国際食料政策として, ホット・スプリングス会議 (����年) で示された世界の
貧困人口の ｢欠乏からの自由｣ の実現のために, 各国の協力に基づく世界規模での食料政策の

実施を構想し, 英国政府を飛び越えて米国の政権担当者と協議する機会をもった｡ こうした彼

の行動は, 同会議への英国代表に彼を加えることを求めた米国側の要望を, 英国政府に拒否さ

せることになった｡ 彼は, 戦後に予想される世界的食料危機に対応するためには, さらに途上国

に広まる慢性的貧困を正すためには, 戦後設立される���の執行権限の強化が不可欠だと主張
したが, 英国政府は新機関を情報収集・勧告機関化することに固執した｡ また政府は, 植民地

インドのベンガル飢饉への新たな国際機関の介入を嫌がった｡

戦後には, オールは���設立総会 (����年��月��日～��月１日｡ 於ケベック) で初代事務
局長に選出される｡ ���は本来, 長期にわたる世界農業と食料供給との改善を目指すことを
目的として設立されたが, 彼は���が現時の ｢世界食料危機｣ に対処すべきことを強く訴え
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た２)｡ 平常の貿易関係の再建よりも短期的に飢える存在としての人間の救済が優先されるべき

なのは, 彼にとっては当然のことであった｡ この場合特に重要な問題は, 現時の食料危機にも

かかわらず, ��年代のような余剰への懸念が生産拡大を制約し, 危機を継続させているという
現実であった｡ 現在の不足と将来の余剰への懸念とを一体のものとして把握し, それに対処し

コントロールする世界的な仕組みを設立する必要があった｡ 彼は, 戦争中に大きく増大した世

界農業生産力を前提にすれば, 世界の人々への ｢欠乏からの自由｣ の保証は十分可能であるに

もかかわらず, それが実現されていない現状を正すための国際協力制度として ｢世界食料委員

会｣ 設立を提案する｡ オールはこの委員会の役割と意義を, 『白人のディレンマ』 (����年) で
こう記している｡

｢世界食料委員会は���, 国連経済社会理事会, 世界銀行の各業務の一部を統合し, 以下の
主要な二つの機能を遂行するための基金と権限を有する｡

(�) 農業ならびにそれに付随する産業の発展のために援助を求める国々に対して, 信用・工
業製品・技術援助をもって支援する｡

(�) 豊作後などその他の理由で直ちに市場で販売できない, 保管可能な食料ならびに農産物
を購入し備蓄する｡ また, 凶作後の供給不足の場合にはいかなる地域に対しても, 世界の備蓄

から食料やその他の産品を放出する｡ 以上ならびにその他の方策によって, 世界市場価格を一

定範囲内に安定させ, こうして生産者と消費者双方に公正な価格で農産物の世界市場を保証す

る｣３)｡

上記 (�) は途上国ならびに戦禍からの復興を目指す国の経済発展に対する国際的支援を意
図するものであり, (�) は緩衝在庫 (�����������) 制度創設による世界の農産物価格安定を
通じて, 生産者に将来への確信を与え, それを通じて消費者に消費拡大のための基礎的条件を

与え, こうして貧困に苦しむ途上国の, また先進国の貧困層の栄養状態改善を図るものであっ

た｡ オールは, 以上二つの機能を果たす世界食料委員会の設置によって生まれる成果を以下の

５点にまとめている｡

①戦中に食料事情が悪化した諸国での社会不穏を鎮静化し, 革命を阻止する｡ ②世界価格を

一定範囲内に保証することで, 第一次世界大戦後に生じたような価格暴落の懸念を払拭する｡

③今後��年間での食料供給の倍増は, 世界人口の増加を考慮しても, 飢えと栄養不良を根絶し,
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２) 英国���広報局は, 穀物法廃止後���年の食料危機への対処を訴えるパンフレット 『飢餓の��年
代』 (��������������������������������������������������������) を発行した｡

３) ����������������������������������������������������������������������逸見謙三訳 『白人のジレンマ』 法政大学出版局, ����年, ���‒���ページ｡ 訳文は修正｡ 世界食
料委員会が, 多額の拠出を各国政府に求めるとともに, 政府が自国経済管理と完全雇用政策とにとっ

て ｢重要な国家の機能｣ と見なしてきたものの一部の国際的管理への移管を求めるものであったこと
・・

は, 事実である｡ ���������������������������������������������������‒��������������������������������������������������������������������



すべての国の農業を繁栄に導く｡ ④農業生産増加に見合う灌漑水利事業・農業機械・肥料・消

費財生産に必要な鉄鋼等工業財に対する膨大な需要の増加は, 先進工業国製品への市場を与え,

商工業の繁栄を生む｡ ⑤富国・貧国双方に利益を生む, こうした地球規模の潜在資源開発計画

への協力を通じて, 諸国民間の相互理解と相互協力が進む｡ これは国際連合を ｢世界政府｣ へ

と進化させる第一歩であり, これなしには恒久的世界平和の見込みはない４)｡

第２回���総会 (����年９月２日～��日｡ 於コペンハーゲン) は, オールの世界食料委員
会提案の ｢全体的目的｣ を承認した｡ 承認された二つの ｢全体的目的｣ とは, ｢すべての国の

人々に対して健康基準に基づく食事を提供するための, 基礎的食料の生産・分配・利用の開発

ならびに組織化｣ と ｢生産者と消費者にとってともに公正な水準での農産物価格の安定化｣ で

あった５)｡ あわせて総会は, 目的具体化に向けた準備委員会 (委員長スタンレイ・ブルース������������) を設置した６)｡ 同委員会は����年��月��日にワシントンで初会合を開き, 翌��年１月��日にはその作業を終了する｡
２. 世界食料委員会批判

『エコノミスト』 誌は, 早くも第２回総会中に, 世界食料委員会提案を ｢きわめて野心的｣

と評し, 世界農産物価格の安定化を ｢ヘラクレスの怪力をもってのみ成就可能な難題｣ とした

うえで, 総会での英国食料相ストレイチー (������������) の発言にふれて, 緩衝在庫が
高水準での価格安定化を生むという, ｢英国のような食料大量輸入国にとっての起こりうる危

険｣ を指摘した７)｡ さらに同誌は第２回総会終了直後 (９月��日) には ｢世界食料計画｣ と題

する論説で, 食料輸入国英国の利益を前面に掲げて, オール提案に対する全面批判を展開した｡

その論旨は以下である８)｡

オール提案の目的は二つ｡ ①主要農産物の世界価格の安定によって, 一次産品生産者に保護
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４) ���������������������������������������������‒���訳���‒���ページ｡
５) ����������������������������������������������������������������������‒���������������������������������
６) 『タイムズ』 紙も, 第２回総会での世界食料委員会具体化に向けた準備委員会設置承認を受けてこ

う報道した｡ ｢世界食料委員会設立が満場一致で合意されたことで, ホット・スプリングス [会議],

ケベック [第１回総会], そしてワシントン [緊急食料問題特別会議] ではできなかったことがコペ

ンハーゲンで成就された｣, ｢世界食料委員会計画は, 世界の各国政府に対するアドバイザーであるば

かりではなくて, 穀類, 米, その他の商品を購入し, 市場で積極的に取引する権限を有する機関を創

出するものである｣, と｡ ����������������������������������������������������������
７) ������������������������������������������������������
８) �������������������������������������������‒����



と繁栄を与えること, ②世界の食料消費の着実な拡大をもたらすこと, である｡ どちらも達成

は容易ではないが, ①はより具体的で実際的な目的であり, ②はより深遠で理想主義的な目的

である｡ 一次産品価格の大きな変動が戦間期の世界貿易の混乱を生んだことを考えれば, 価格

変動の回避は確信と安定状態をもたらし, 貿易を拡大し生産者を利する, と言えるであろう｡

｢だが価格安定化計画はどんなものであれ, 深刻な実際上の困難と危険な政治的誘惑とに直面

する｣｡ オール提案では, 価格安定のために, 世界食料委員会は特定商品について価格コント

ロールを行い, それぞれ定められた価格でそれら商品を売買し, 価格安定に必要な場合にはそ

れらの緩衝在庫をもつことになる｡ だが, 需給の変動が有効に取り除かれたとしても, ｢緩衝

在庫はきわめて大量にならざるをえないであろう｣｡ 例えば穀類・砂糖・脂肪種子の世界貿易

の１年分を在庫として持てば, 戦前価格で５億ポンドにもなり, 英国の年間輸入総額の半分に

もなる９)｡ さらにその保管, 金融, 組織など困難は尽きない｡

しかも緩衝在庫を形成し, 商品コントロールを行う場合の ｢真の暗礁は……価格協定の分野

に存在する｣｡ 過去の商品協定失敗の経験から明らかなように, 生産者は商品価格を ｢自然な

市場の水準｣ 以上に維持しようと圧力をかける｡ とりわけ, ���のように一次産品生産者の
生活水準引き上げを謳う機関にとっては, 既得権益の政治的圧力に抗して, それらの価格を自

由市場での平均的水準に引き下げることは困難である｡ ���加盟国は食料の消費者よりも生
産者の方がはるかに多いから, 生産者代表が承認する最低価格は需給が均衡する ｢経済的価格

(�������������)｣ を上回る��)｡ ｢経済的価格｣ を上回る水準での価格協定は, ｢在庫の着実な
累積｣ を結果する｡

一方で世界食料委員会は, 緊急食料援助を必要とする国々へ ｢特別な条件｣ で融資すること

で, この余剰を処分しようとしている｡ 必要な基金は富裕国から拠出されるのであろう｡ こう

した食料供給の世界への ｢一層均等な分配｣ は人道主義者からは強い支持を得るであろう｡
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９) ケインズは����年２月に一次産品の価格安定のための国際緩衝在庫に関する草稿を作成し, そこで
これ 彼はコモド・コントロール (�������������) と呼んだ に必要な金額として以下の

想定をしていた｡ ８種の主要商品 (小麦, トウモロコシ, 砂糖, コーヒー, 綿花, 羊毛, ゴム, 錫)

の年間平均貿易総額 (����～��年平均７億ポンド, ��年価格で９憶�����万ポンド) の３か月分～１
年分の在庫の中間当たりが適切である, と｡ ただしケインズは, コモド・コントロールがない場合で

も現在価格で９億ポンドに上る (ロシア, 敵国・敵国占領国を除く) ｢通常の在庫｣ が保有されてい

ることの指摘を忘れない｡ 要点は, 私的にまた各国ごとに行われている ｢通常の在庫｣ をいかに国際

的に組織するのか, にある｡ ���������������������������������������(��������������‒������������������‒���������������������������������)�����������������������������������������������‒����平井俊顕・立脇和夫訳 『ケインズ全集第��巻』, 東洋経済新
報社, ����年, ���ページ｡��) ケインズは上記草稿で, 長期の ｢経済的価格｣ (傍点原文) という言葉を用いている｡ それは, ｢生・・・・・

産者の側での独占や産出制限といった方法による人為的高価格の回避｣ の上に成立する, また低い生

活水準の生産者がもたらす低い価格とも異なる, ｢最も効率的な生産者の長期均衡費用｣ を意味して

いた｡ ������������訳���‒���ページ｡



｢しかしながら, [現時の] 飢餓が広範に存在する時代に [おいてすら], 各国が連合国救済復

興機関 (�����) への拠金を嫌がっていることを考慮すれば, また周知の, 『ビジネスライ
クでない』 方式への米国の嫌悪を考慮すれば, いかに巧みに糖衣を着せたとしても, 国際的慈

善を最後の拠り所とするような計画に対して, どれほどの支持が期待できるのか｣��)｡ 食料に
対する有効需要増加策として, 貧国への支援という形をとった ｢国際的な食料補助金｣ の活用

に過度な期待をかけるべきでない｡ すでに食料余剰再来の兆しは存在する��)｡
有効需要と利用可能な供給とのギャップを埋めるのは簡単ではない｡ ���は, ｢根本問題は,

必要を充たす食料を手に入れられない人々の購買力を増加させる金融問題にある｣ と言うが,

それは違う｡ ｢根本問題は, 飢えた人々が自ら十分な食料を生産するか, もしくは食料と交換

される他の財を生産するかを可能にする手段を見出すという経済問題なのだ｣｡ つまり, 食料

に対する有効需要が増加するためには, まずは, ｢世界全体での経済的生産力の上昇｣ が前提

になる｡ ｢補助金などによる食料需要の人為的刺激は, 一国内であれ諸国間であれ, 有効需要

全体を増加させるものではない｡ それは単に, 有効需要を他の財から食料へと移転させるだけ

である｡ それは健全な慈善政策かもしれないが, それ以上のものではない｣｡

またオールらは, 食料に対する有効需要増加策として, 完全雇用の維持と各国政府による栄

養政策の推進とを主張している｡ 後者は直接間接の補助金活用に基づく食料消費拡大を通じて

行われる｡ これらは確かに, 特定先進国では食料に対する有効需要を増加させるであろう｡ だ

がこれらの手段による富国での食料に対する国内需要の増大が, ���の求める食料の国際貿
易増大に結実するためには, 貧国自身の生産拡大というもう一つの条件が必要である｡

すなわち, ｢飢えに苦しむ諸国は, 食料生産者が彼らの食料と交換に受け取ってくれる財の
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生産を [自ら] 増加させなければならない｣ (傍点は引用者)｡ 東洋や中東の飢えに苦しむ国々
・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・

には ｢生産に利用可能な未利用資源は存在しない｣｡ そこでは, 国内補助金の財源となる課税
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��) 米国飢餓緊急委員会 (���������������������������������������) 名誉議長ハーバート
・ホーヴァー (������������� 元米商務長官) は����年５月に, 世界食料危機は９月初めには解
決するとの見通しを述べ, �����の廃止を提案した｡ 彼はこう述べた｡ ｢世界は食料を広く分配す
る基礎として慈善に頼るのをやめなければならない｡ 慈善に基づく分配がとてつもなく浪費的で非効

率であることは, どんなに強調してもしすぎることはない｡ 慈善は別に組織されるべきである｡ ９月

１日以降は, 各国は食料の購入を慈善以外の手段で調達すべきである｣, と｡ ��� ����������������������� ��������������������������������������������米英両国政府
は�����への拠金停止を決定し, ����年８月にはその解散が国連で決議される｡��) この論説の直前 (����年７月) に, 英国はカナダとの間で４年間の小麦購入契約 (１・２年目���
万トン, ３・４年目���万トン) に調印した｡ 購入価格は１年目・２年目は１ブッシェル����ドルで
あるが, ３年目は最低価格を����ドル, ４年目は１ドルとしたうえで後に購入価格を確定するという
内容であった｡ ３年目・４年目の (最低) 価格が低いのは, ��年以降の小麦余剰を見越してのことで
ある｡ ��������������������������� �������������������������������������������������以下������ ���������と略す｡



能力は飢餓の存在に比べれば非常に小さく, 補助金による食料消費拡大では問題解決には足り

ない｡ またそこでの ｢[特定産品生産に特化した] 単調な経済｣ を以ってしては, 輸出の急拡

大も困難である｡ 貧国への国際的貸付も生産拡大にではなくて日々の消費に使われてしまうか

もしれない｡ ｢人道主義者は, 東洋の人口稠密な国々の飢餓は継続することにならないかと問

うであろう｣｡ だが人道主義者は, 貧国がより多くの食料への支払が可能となる方策を示すか,

それとも食料生産者が対価なしに食料を貧国に引き渡すと考える理由を示すか, いずれかを明

確にしなければならない｡ ｢これらに対する回答もないまま世界食料政策を立案するのは単な

る空想というものである｣｡

以上を考慮すれば, 今日の世界において食料に対する有効需要拡大が期待できるのは, 途上

国ではなくて食料輸入地域である西ヨーロッパである｡ だが戦争の結果, 西欧は食料輸出国に

対して相対的に貧しくなった｡ とくに最大の食料輸入国英国は, 一次産品輸入を戦前水準に維

持するのに必要な輸出を行うという非常に困難な課題に迫られている��)｡ さらにもし米国が完
全雇用を維持できなくなれば, 英国の輸出への影響は必至である｡ そうなれば食料の世界貿易

は成長するどころか, 縮小する危険が存在する｡ ｢世界の [食料] 需要増加という想定に基づ

く世界食料計画は, 食料輸入国の輸出能力の回復と拡大とのための手段が見いだされなければ,

砂上の楼閣に等しい｡ [貧国先進国を問わず] 輸出能力拡大こそが, 厳然と存在する世界の飢

餓を有効需要に転換し, 有効需要と可能な供給との間の大きな潜在的ギャップを埋める唯一重

要な道なのである｣｡���の究極目的に対する熱意は共有すべきだが, 目的達成のための���の提案は ｢安易

な楽観主義に基づく危険｣ を伴っている｡ ｢地獄への道が善意で敷き詰められている｣ ように,

過去の経験は貿易拡大計画がその縮小に終わった例に満ち満ちている｡ ｢とりわけ世界食料計

画の立案者は, 食料生産者の利益と食料消費者のそれとを同一視することのイデオロギー性に

用心するべきである｣｡ 一次産品価格の変動がもたらす生産者の不安定な状況については同情

してしかるべきである｡ だがいかなる工業者も, 世界食料委員会の緩衝在庫を通じて決定され

る, 工業材と交換される農産物価格について無関心であっていいはずはない｡ ｢こうした状況

は, 実際には, 不公正であるとともにビジネスライクではない｣｡ 一次産品生産国の貧困に対

する救済策は ｢彼らの経済的生産力の上昇｣ の手立てを取ることである｡ もちろん生産力上昇

のために国際的信用供与が寛大な条件で行われることが望ましい｡ ｢だが世界貿易に関しては,

一次産品生産者 [の不安定性] への配慮は, 弱い立場にあるのは食料輸出国ではなくて食料輸

入国であるという事実を覆い隠しがちなのである｣��)｡ さらに食料輸入国は [英国が行ってい
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��) ����年の英国の総輸入額 (��億�����万ポンド) 中の一次産品 (食料・飼料・動物・種子・原材料

・煙草・石油) 額は��億�����万ポンド, 再輸出を含む総輸出額は８億�����万ポンドであった｡������������������ ����������������������������(��������)���������������) この引用文は���������������������������������������������������������������



るように] 自らの権限で, 一次産品生産者に安定した価格を保証するために, ｢長期大量購入

(����‒���� �������������) という方策｣ によって取引契約を結ぶことも可能である��)｡ こ
うした方策をも十分考慮した上で, 一次産品生産者のための国際的援助策が立案されなければ,���の主要目的をなす, 食料に対する世界の需要増加という希望は叶えられない｡
以上紹介した, 『エコノミスト』 誌の世界食料委員会案批判は以下のように整理できる｡ ①

農産物価格安定化案は, 輸出国の強力な利害のために価格の高位安定を結果し, 世界最大の農

産物輸入国英国の利益にならない｡ ②価格安定のための緩衝在庫は実現が困難なうえに, その

実施には莫大な費用がかさむし, 費用負担は英国も含む先進国に重くかかる｡ ③世界の貧困解

消のためには, 貧困国の生産拡大→輸出増大→食料輸入増大が大前提であり, 緩衝在庫によっ

て農産物価格を安定させてみても, また貧困国への食料の ｢特別な条件｣ での供与を実施して

も, それらは短期的効果しかもたない｡ あくまで貧困国の長期的経済開発計画が必要である｡

④全体として世界食料委員会案は, 貧困国への ｢国際的な食料補助金｣ という形をとった慈善

に依拠しており, 世界農産物貿易の需給ギャップを埋める経済的方策を欠く��)｡ ⑤今後予想さ
れる世界的農産物余剰形成に対する需要側の見通しとしては, 開発に時間を要する途上国から

の需要拡大は直ちには期待できず, むしろ英国を含む西ヨーロッパの復興が重要であるが, そ
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�������‒���������������������������‒�����������������������������������である
が, 下線部は誤植であろう｡��) 直近には注��) で言及したカナダとの小麦購入契約がある｡ ここで言う ｢長期大量購入｣ とは, 第
二次大戦中に英国にとって必要な一次産品の供給を確実にする目的で導入され, 政府部局が唯一の輸

入者となるようなシステムであり, ｢国家独占購入 (���������������������)｣ という言葉がその
本質を表している｡ ����年末までに政府が締結した大量購入協定は��にのぼるが, ��が対英連邦諸
国, うち��が植民地と結ばれている｡ ����年の世界の総輸出量に占める大量購入協定による英国輸入
の占める割合は, 羊肉����％, バター����％, 椰子の実����％, 椰子油����％, 卵����％, 茶����％,
グランドナッツ����％である｡ ���������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������‒����大量購入は植民地開発にとって重要という主張もあり
うるが, ｢購入政府部局の政策に関する限りでは, 植民地開発が大量購入の主要目的であったことは

ほとんどなかった｣ (�����)｡ 大量購入は, あくまで宗主国英国の利益を第一に置いたものであった｡
また�������������������������������������������������������������������������������������
なお����年��月の米英金融・通商協定をめぐる英米間の交渉 (主に同年��月) の中で, 英連邦から
の大量購入制度は, 特恵幅が民間貿易と同じという条件で, 承認されている｡ 山本和人 『多国間通商

協定����の誕生プロセス』 ミネルヴァ書房, ����年, ��ページ｡��) オールは, 世界食料委員会は食料に対する ｢人間のニーズを世界市場における有効需要に転換する
ために必要な金融的・技術的措置を提供する｣ ものであった, と後に述べているが, 『エコノミスト』

誌はこれを正面から否定したわけである｡ �������������������������������������������������������������



れも見通しは明るくない｡

こうした 『エコノミスト』 誌の論説の問題点として以下の指摘をしたい｡ 第一に, 一次産品

輸入国よりも強い立場にあるとされる輸出国の内部構成が曖昧にされていることである｡ 輸出

国には米国, カナダなどの (世界食料危機の中で１人当たり�����カロリー以上の最高の摂取
量を誇る) 富国と, 戦間期の大きな価格変動で打撃を被ったゴム・ジュート・コーヒー・茶な

ど主に植民地支配下の輸出産品に特化した貧困国とが存在するが, 後者の存在は後景に置かれ

ている｡ その上で輸出産品に特化した植民地が貧困国として暗黙裡に食料輸入国の中に入れら

れ, そして食料輸入増大のためには ｢経済的生産力｣ 増加が要請され, 輸出財の生産増加, つ

まりこれら特産品の輸出増加の必要が指摘されるのである｡ しかもここでは, これら特産品の

余剰形成の可能性とそれへの対策については触れることがない｡ こうして植民地ならびに貧困

状態の一次産品生産国は, 一面ではそれと言われることなく輸出国に入れられ, 他面では貧困

に苦しみ輸出財と交換に食料を購入する輸入国に入れられている｡

第二に, 貧国に分類された国々には英国植民地も多く含まれるが, その点は明示されずに,

貧国での経済開発を先進国ならびに国際的な援助に頼るのではなくて, 自らの輸出拡大による

いわば自力更生が強調されていることである｡ これは英国の厳しい国際収支状況を反映してい

る｡ 後に見るように, ����年７月のポンド交換性再開失敗後は, 英帝国内でのドルプール制の
一層の強化が植民地の自力更生の道を阻害していく｡

第三に, 価格安定のための緩衝在庫案の実現が頭から困難視されていることである｡ ����年
５月��日～６月３日に行われたホット・スプリングス会議では, 英国代表団長リチャード・ロ
ウ (������������ 当時外務担当政務次官｡ 元首相ボナ・ロウの息子) は緩衝在庫を擁護
しその創設を提唱したが, この点は考慮されない��)｡ ロウは以下のように主張していた｡
すなわち, 農産物生産量の変化は非常に大きいので, 経常的に生産に消費を等しくするとい

う原則に基づいて一貫した政策を取ることは不可能である｡ 多くの場合にこうした困難克服の

有効な方法は, ｢生産が需要を超過するときには増加させられ, 不足するときには引き出され

る, 国際的に均衡を保持する緩衝在庫の創設である｣｡ 緩衝在庫の目的は二重である｡ すなわ

ち, 消費者につねに十分な供給を与え, 同時に生産者につねに十分な需要を保証するだけでは

なくて, さらに ｢適切に運営されることで, 価格の短期的で暴力的変動から両者を保護する｣

ことである｡ 緩衝在庫は, 購入ならびに販売価格を適切に変化させることを通じて ｢短期の価
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��) 『エコノミスト』 誌は, ホット・スプリングス会議直前の論説 ｢飢えの世界｣ では, 戦前にケイン
・・・

ズが提唱した国際緩衝在庫計画を, その実施の現実性には疑問も残るが, 会議で提案すべきと主張し

ていた｡ ����������� ������������８ ��������������なお戦前のケインズの提案とは
『エコノミック・ジャーナル』 (����年９月) に掲載された����������������������������������������������������のことである｡ �������������������������������������������‒����



格安定と長期の価格政策との結合を目指すべきであり, これによって需給が均衡し, しかも最

も効率的な生産者に対して着実な拡大が保証される｣｡ こうした秩序ある運営に基づく緩衝在

庫は輸出数量規制や生産規制よりも望ましい｡ ｢生産者ならびに消費者双方を完全に代表する

機関のコントロールに服する以外の, 農産物の輸出数量規制はあるべきではない｣｡ ｢国際協力

の下での保管可能な重要農産物の緩衝在庫の設立によって, 農業生産者と消費者との利害は最

も良く叶えられる, という会議の宣言 [がなされればそれ] をわれわれも歓迎する｣��), と｡
そしてロウは同会議後の内閣への報告で, ����年５月初めに内閣が承認した ｢国際緩衝在庫
のためのケインズの 『コモド』 コントロール案を活用することで, [英国は] 同会議を支配し

た｣ と述べた��)｡ ホット・スプリングス会議の決議では, 緩衝在庫という言葉は直接には使わ
れず, 消費者利益を配慮するなかで事実上それを意味する内容が示されるにとどまるが, 会議

の第三部会第４委員会の検討項目として ｢公正な価格と適切な供給とを保証するための緩衝在

庫と商品協定｣ が明記されているし, また同会議事務局長名での会議要約では, 国際商品協定

に占める緩衝在庫の位置について多くの注意が払われたことが明言されている��)｡
しかし同時にわれわれは, ロウの国際緩衝在庫設立への支持が, 戦後に予想される世界食料

不足の時期以降の平常期での課題として提起されていたことに留意すべきである｡ ロウによれ
・・・・・

ば, 戦後食料不足の時期を通じて, エネルギーを生む食料の ｢最大の生産｣ と健康を守る食料

の ｢秩序ある, そして公平な分配｣ とのために国際的取り決めが必要であるが, 国際緩衝在庫

は不足の時期が終了し, 戦後復興が完了し, 国際貿易と国際投資が拡大しつつある時期におい

てこそ, 一次産品生産に特有の余剰形成の危険を回避し, ｢短期の価格安定と長期の価格政策
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��) ����������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ロ
ウの声明全文は 『ニューヨーク・タイムズ』 紙に掲載されている｡ ������������������������������������������������������������������������������������オールは, ホット・
スプリングス会議において英国代表が緩衝在庫案で ｢指導的役割｣ を担ったことを評価した｡ ��������������������������������������������������������[����]������‒�����) �����������������������������������������������������������������������������������‒���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
例えばロウの主張にある, 短期の価格安定と長期の価格政策との結合を目指し, 最も高い効率の生産

者の生産拡大を保証するという論点は, ケインズの ｢原材料の国際的統制｣ と題する第５次草案

(����年４月��日) での文章とまったく同じ内容である｡ ���������������������������������������������������‒����前掲訳, ���ページ｡��) ��������������������������������������������������������������(��������)�����������������第三部会第４委員会の報告では, 緩衝在庫の意義を主張する見解 (＝英国) と,

緩衝在庫自体には反対しないが, 生産コントロールなしには緩衝在庫は有害な価格変動を阻止できな

いという見解 (＝米国) が併記されている｡ �������������������������������������������������������������������������������������������������(��������)������‒���



との結合｣ を通じて ｢欠乏からの自由｣ 実現のために必要な方策なのであった｡ ロウの主張で

は, 戦争による混乱状態にあるヨーロッパ諸国の戦後の段階的復興がイメージされている｡�����������������������������は慢性的貧困に苦しむ中米・南米・アジア・中東・
アフリカ諸国の栄養不良問題に目を向けていた｡ またオールは, 緩衝在庫をその一部とする世

界食料委員会を提案した第２回���総会で, ｢長期的観点からは, 世界食料委員会の最重要
な役割は, 飢えと栄養不良が最悪状態にある途上国での食料生産増大をもたらす方策を推進す

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ることである｣��) (傍点は引用者) と発言した｡ だが, こうした視点はロウの主張からは読み
とれない｡

『エコノミスト』 誌の世界食料委員会案批判は, 米英両国での同案批判の高まりをその背景

に持っていた｡ ９月��日付の 『ニューヨーク・タイムズ』 紙は, 米国務省高官の, 協議中の世
界貿易憲章 (�����������������������������������������憲章) では商品協定やそれ
に類した措置はあくまで ｢当座の措置｣ として認められるにすぎないので, 価格安定化のため

の恒久的組織である世界食料委員会は���と両立しないという発言を報じている｡ また��月��日付同紙は, 世界食料委員会による余剰食料処理と価格安定化計画とによって ｢米国の商品
取引制度全体｣ が危険にさらされるという, 全米商品取引組合の批判を報道している｡ さらに��月��日付同紙は, 砂糖取引専門家による, ���は本来の役割を超えて国連の付属部局以上
のものになろうとしているという評を紹介し, さらにニューヨーク・コーヒー・砂糖取引協会

副会長の, ｢自由市場 [回復] を目指す闘いはまだ完全に勝利していない｣ という発言を報じ

ている��)｡
そして米国政府主席代表ノリス・ドッド (������������農務省次官) は, 第２回���

総会で承認された世界食料委員会の ｢全体的目的｣ 具体化に向けた準備委員会 (ブルース委員

会) の会合冒頭 (����年��月��日) に, 世界食料委員会に対する米国政府の反対の立場を表明
する｡ ドッドは９月の第２回総会では, オール提案の ｢全体的目的を強く支持する｣ と発言し

ていたが��), 以下の四つの理由をあげてそれへの支持を撤回した｡
①現在の世界的食料危機が終息した後には, 各国政府は農産物需給に対して広範な干渉を行

うことになるが, それがもたらす影響に対して, 世界食料委員会が適切に対処できるかどうか
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��) ���������������������������������������������������������������������������‒����������������������������������図書館所蔵, タイプ印刷｡��) ��� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������全米商品取引組合は,
オール案は ｢世界的全体主義システム｣ であり, ｢ソ連モデルの農業集産主義｣ だと批判した｡ この

記事は, ���が私的取引を廃止するという批判はまったくの誤解であるというオールの反論も紹介
している｡ ��������������������������������������������������������) ��������������������������������������������������������������‒���



疑わしい｡ ②緩衝在庫と貧困国への ｢特別な条件｣ での余剰農産物処理とは ｢二重価格制｣ を

生む｡ それは供給コントロールなしには成功しないが, 世界食料委員会案ではその明記はない｡

③緩衝在庫の対象となる商品ごとに問題が異なり対処法も異なるが, 世界食料委員会のような

包括的組織では迅速な交渉と有効な対処はできない｡ ④米国としては, 自らがほとんど直接に

コントロールできないような価格政策を行う国際組織に対して, 計画実施に必要な基金を拠出

する政府があるとは思えない��)｡
米国のオール案への反対表明はブルース委員会の方向を決定づけた｡ 同委員会での議論を報

道し続けた 『ニューヨーク・タイムズ』 紙は, 英国のオール案に対する代替案提示, フランス

のオール案支持, カナダの中立的立場, エジプトのオール案支持を伝えたうえで, 早くも��月
９日に, ｢[オール] 案に対する米国の支持の撤回と英国の一貫した反対との結果, それは本委

員会としては事実上断念された｣, と記した��)｡ スタプルズの研究が指摘したように, 米国は
世界食料委員会への反対と, 農産物貿易問題については���を唯一の責任組織にすることと
を決定していた｡ こうして, ｢����年��月��日にワシントンで [ブルース] 準備委員会が招集

された時には, 世界食料委員会はすでに実際には死んでいた｣��) ��)｡
３. 世界食料評議会 (World Food Council)

ブルース準備委員会は第２回総会での承認に基づいて, ①基礎的食料の生産・分配・利用の

開発に関する委員会と, ②農産物価格安定化に関する委員会とを組織した上で, ����年２月に
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��) ��� ���������������������������������������������������������オールはこ
う回想している｡ ｢米国の政策転換に衝撃を受けて, 他の代表者たちは発言を望まなくなり, 会議は

混乱に陥った｣｡ ����������������������������ドッドの発言を聞いてオールが述べたように,
米政府内で国務省の見解が優位を占めたわけである｡ また������ ��������������������������������������������������������) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������) ��������������������������������������������������������������������������) なおこの時期には, ���ならびに����につながる第１回貿易雇用準備会議が��カ国参加のもと
ロンドンで行われていた (����年��月��日～��月��日)｡ 同会議では, 貿易自由化が世界貿易を拡大
し完全雇用を実現するという立場の米国と, 貿易自由化は自動的に完全雇用をもたらすものではなく,

完全雇用実現のためには国際的なルール (国際収支黒字国責任論と赤字国の権利) が必要であるとす

る英国の主張が対立していた｡ さらにそこに, 途上国の完全雇用実現のためには経済開発が不可欠で

あり, そのために保護主義の採用も認められるべきであるという, オーストラリアをはじめとする多

くの途上国の主張が加わり, ���憲章のロンドン会議草案は, 最終的にこの三者の主張を取り入れ
た妥協的性格を持つものとなった｡ 以下に見るように, ブルース準備委員会報告もこうした背景を反

映している｡ 山本和人 『多国間通商協定����の誕生プロセス』 前掲, 第４章｡



準備委員会としての報告を公表した｡ ���������������������������������������������������������������������������������������������‒��������������������������がそれである｡ 報告は全７章からなる｡ 報告に対する筆者の評価・コメントは
に続く文章で示す｡

第１章 ｢背景｣ では, 途上国の農業発展は国内工業発展と並行して行われなければならず,

そのために多額の資本の国内外からの供給が必要であることが指摘される だがすぐに見る

ように, 国際金融の役割は副次的なものとされる ｡ さらに上記①②の二つの課題は ｢いか

にして消費と購買力を拡大するのかという核心的問題に収斂される｣ と結論される (���)
『エコノミスト』 誌の論説と同じく, 途上国における食料購入 (輸入) のための購買力形

成が途上国開発の中心課題とされる ｡

第２章 ｢農業・栄養プログラム｣ では, 世界全体での ｢欠乏からの自由｣ 実現のためには世

界大での ｢農業革命｣ と, 途上国での教育, 農村開発計画, 工業化の必要とが指摘された上で,

各国での経済開発の ｢率先的計画と実施の責任｣ はあくまで当該国政府にあること, 国際協力

は補助的役割であることが明言される (����‒７)｡ またその補助的役割のなかでは, ���の
｢統計的作業｣ の ｢最高度の重要性｣ が強調される (���)｡ さらに, ���に与えられた課題
の大きさに鑑みて, 第１回・第２回総会で勧告された ｢研究と調査に関わるきわめて野心的な

プロジェクトのうちの幾つかについては, 延期するか削除する必要があることはほぼ確実であ

る｣ ことが率直に表明される (����) 途上国開発における国際援助の役割は副次的にと

どまり, しかもそこでの���の役割も, 世界農業事情の調査・統計結果の提供が中心に置か
れる｡ さらに, オールが推進してきた途上国支援計画の実施についても制約が付される ｡

第３章 ｢工業と農業｣ では, 途上国経済発展における工業の意義が強調される｡ 途上国工業

はけっして集中化されてはならず, ｢小規模で低コストの分散化された工業と農村手工業｣ の

形をとる ｢地方的発展｣ を目指すべきであることが指摘される｡ これに対応して, 農業も ｢モ

ノカルチャーと輸出向け原材料生産｣ を排して, 農業と工業の ｢より大きな多様性｣ と ｢賢明

なバランス｣ を目指し, ｢諸資源の全面的開発｣ を行う必要が結論される｡ さらに, 途上国経

済開発という問題は国連経済社会理事会での検討課題であるが, そのための ｢情報とアドバイ

スの提供｣ は���の役割であることが指摘される (�����‒��) 国連経済社会理事会との

関係で, ���の役割の限界が確認される｡ ホット・スプリングス会議の時点ですでに存在し
た, ���の役割を世界農業の統計収集と, それに基づく各国農業開発・栄養政策への情報提
供とに限定するという英国の主張が確認される ｡

第４章 ｢開発金融｣ では, 国際金融よりも国内金融の意義が強調され, あわせて国際金融資

金の不足も指摘される｡ 幾十億人をなす途上国人口のうち, 労働力人口を現在の農業：工業比

３：１から１：１にする必要がある｡ 工業人口１人当たりの投資額は農業のそれの２倍と見積

もられるので, ｢未曾有の額の投資｣ が求められる｡ この巨額の投資をいかに実現するのか｡
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途上国は ｢自国の自立化が, 外国からの借り入れにほんのわずかしか (もしくはまったく) 依

存しないでも, きわめて大きな程度で達成可能である｣ ことを認識すべきである (����)｡ 開
発成功に不可欠な条件は ｢賢明な国内金融制度の導入と確立｣ であり, それは国家信用ならび

に銀行・商業信用を含む｡ 委員会としては, この点を開発成功の基本としてとくに強調したい｡

｢国内金融の確固とした構造がなければ外国からの借款に対して適切な償還の保証はなく, 借

款の機会も少ない｣ (����) では貧困と厳しい国際収支とに苦しむ途上国が, 国際金融に

依存しないでいかに国内で資金を見出すのか｡ 報告は明確な指針を出していない｡ また既存の

国際金融組織に関して, ���や世界銀行 (����) についても言及されるが, 前者は途上国開
発を目的としないし, 後者の資金は���第２回総会で合意された開発計画実施には不足であ
ると結論される (�����‒��) ｡

第５章 ｢価格安定化と商品政策｣ は委員会報告の最重要論点をなす｡ 委員会としては, 健康

基準達成のための食料の生産・分配・利用の開発と農産物価格安定という二つの課題は ｢一緒

に達成可能であるし, そうされなければならないと確信している｣｡ したがって, 価格安定化

のために生産制限を主要な柱とするという立場を ｢拒否する｣｡ だが今日, 食料輸出国も輸入
・・・

国も価格規制や補助金政策を実施しており, 各国の国内価格は国際価格とは大きく乖離してい

る｡ この点で ｢農産物国際市場は, 伝統的な言葉の意味での 『自由』 市場では決してない｣｡

輸出数量割り当て, 在庫規制, さらには長期契約, 大量購入協定, 相互協定など様々な形の商

品協定が実施されている｡ こうした現状を前提にして, 委員会としては①生産者・消費者に対

する公正な価格での農産物価格安定化に資すること, ②可能な限り生産制限を避けて, 消費拡

大を刺激すること, ③各国民経済に適合する限りで, 資源の国際的最適配分がなされるように

食料生産のシフトを進めること, 以上を条件に, 商品協定を容認する｡ それは���憲章��・��条の目的とも一致する (�����‒��)｡ ただし, 各種商品協定は生産に関わる事情が多様であ
り, すべての商品を包含する一般的解決策はありえない (����) 報告が引用した���憲
章案 (�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������) ��条 ｢政府間

商品協定の諸目的｣ の中には, 消費の拡大と余剰生産資源の生産的用途へのシフト, ｢消費者

の利益を深刻に害するような供給不足状態にある一次産品の生産拡大｣ といった, 食料輸入国

英国の利益に沿う条項が含まれており, 英米の間で妥協成立に向けた要因となった��) ｡
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��) 『ニューヨーク・タイムズ』 紙 (����年��月��日) は, 米英間で妥協が成立し, あわせてブルース
準備委員会英国代表ハロルド・ウィルソン (������������国土省議会セクレタリ｡ 後に首相) が,
食料貿易に関する世界食料プログラムについて���の意向に従う旨を認めたことを報じ, これは
｢食料の国際貿易問題から���は事実上手を引いた｣ ことを意味すると伝えている｡ ��� ��������������������������������������������������������������������������－������������������������������������������������ウィルソンは, ブルース準備委
員会報告を英国下院で議論した際 (����年２月６日) に, 緩衝在庫や商品コントロールは不況を阻止



その上で価格安定化のための具体的諸方策を検討する｡

①まず備蓄在庫 (�������������) について｡ 小麦・米など長期保存可能な農産物の場合に
は, 賢明に活用されれば, 備蓄在庫は価格安定化に資する｡ 備蓄在庫は, �� 運転在庫, �� 飢
餓備蓄, �� 価格安定備蓄 (＝緩衝在庫), に区分されるが, 国際商品協定として委員会が支持
するのは �� 飢餓備蓄と �� 価格安定備蓄との管理である｡ だがそれらを国際的に金融するこ
とは委員会として支持するところではない｡ �� 運転在庫は各国が自主的に行うべきものであ

り, 在庫量などは各国に委ねて良い｡ �� 飢餓備蓄については, 協定された条件に基づいて,

輸入国ならびに輸出国がそれぞれ個別に, 国内用ならびに国際用に保持することを, 委員会は
・・・・・・・

提案する｡ 在庫数量は国際協定に基づき決定されるが, 各国は国内用の運営コストは自国で負

担する｡ しかし, 国際用の運営コストと飢餓地域への分配に伴なう損失とに関わる費用全体は,

協定参加国全体で平等に負担される (����)｡�� ｢季節的ならびに循環的価格変動｣ が問題であるような農産物に関しては, ｢委員会は価
・

格安定備蓄の創設を推奨する｣ (傍点原文)｡ 価格安定備蓄は緩衝在庫とも呼ばれる｡ それは,
・・・・・

緩衝在庫機関が底価格の時にどれだけの数量でも購入し, 天井価格の時にどれだけの数量でも

販売することを基本とする｡ ｢委員会は, 適切な条件においては, 緩衝在庫は有益な機能を果

たしうることに同意するが, 在庫数量の上限は規定されなければならないと確信している｣｡

この上限の数量については, 将来の経済的苦境の期間と程度についての見通しと対象商品とに

よって意見は分かれる｡ だが ｢価格安定備蓄計画が有効に適用されうるのは, 需要もしくは供

給が短期的に急激に変動する場合のみである｣｡ 価格安定備蓄は慢性的な余剰に対しては問題

解決に資することはない (�����‒��)｡
価格安定備蓄に関して二つの案が出されている｡ 第一は, ｢加盟国から資金を拠出された国

際機関が自身で備蓄を所有しまたそれを処分する｣ というものである オールの提案である

｡ 第二は, ｢在庫は各国が保持するが, 国際的に合意されたルールに従って管理される｣

というものである��)｡ 委員会は, ｢この第二の案が, 現状においては唯一実行可能な手続きで
ある｣ という結論に達した｡ 第一案については, ｢[米英をはじめとする] 多数の主要国政府は,

国際的価格安定備蓄に対する巨額の財政的拠出という義務を受け入れそうもないということが,

明らかになった｡ ある国々 [英国] にとっては, こうした拠出義務は国際収支問題を悪化させ
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する重要な効果を持つので, これらの政策の適用は農産物に限定される必要はなく, ���よりもい
っそう広範な国際商品協定を統括する国際組織が���の下で設立されるべきだ, と委員会で主張し
た, と発言している｡ ������ ���������������������������‒�������) ���第３回総会における, ブルース準備委員会報告を検討した第Ⅰ委員会 (世界食料農業状況)

による総会報告では, 第一案と第二案はこう表現されている｡ 第一案＝ ｢加盟諸国に対して義務を課

すような全般的政策を決定する, 財源と広範な権限とを有する世界食料委員会を創設する｣｡ 第二案＝

｢各国に対して行動の自由の保持を認める｣｡ ���������������������������������������������������������������������������‒����������������������������������



るかもしれないし, また彼らの為替資源を優先的に引き出すことによって, その経常的貿易に

制限を強いるだけになるかもしれない｣ (����) ブルース準備委員会英国代表ハロルド・

ウィルソンは����年２月６日に下院でこう演説している｡ すなわち, ｢多くの国々は, [国際的
緩衝在庫という] 計画に必要な巨額の初期資本として求められる―その運営のための多額のラ

ンニング・コストはしばらくおいても―ドルやその他の稀少通貨を拠出しないと, そしてわが

国と幾つかの国々は確かに拠出できないと, われわれは理解した｣｡ そして ｢国際的にコント

ロールされるが, 各国が保持する緩衝在庫計画｣ を英国は提案した｡ ｢緩衝在庫の管理という

全問題を各国に負わせることで, われわれはそれに伴う外国為替問題を非常に大きく低減して

いる｣��), と｡ 委員会議事録ファイルに基づくスタプルズの研究も示したように, 第二案は英
国提案であった��)｡ 緩衝在庫は, あくまで短期的価格変動を防止するものとして容認される｡
しかし, オール案のように, 執行権限を有する国際組織がその運営を行うことは否定され, 在

庫数量などに関する国際的合意の下に各国が自らの責任で (第３回総会第Ⅰ委員会の表現では

｢行動の自由｣ を保持した上で) 緩衝在庫を運営することが求められる ｡

②数量割り当てについて｡ 数量割り当ては, 国際協定に基づき正当かつ適切に実施されれば,

価格安定に資する｡ しかしそれは, フレキシブルかつ調整可能であるべきであり, また必要以

上に通常の貿易経路に干渉してはならない, さらに無差別でなければならない｡ またそれは,

生産の望ましいシフトを妨げて現状を固定化する危険をはらむことに留意すべきである (�����‒��)｡
③長期契約について｡ 長期契約は諸資源の望ましいシフトに干渉するという批判があること

を考慮して, ���憲章の原則に一致する限りで認められる｡
④協定への非参加国について｡ 商品協定締結にあたっては, すべての関係国の参加が望まし

いが, あくまで原則は ｢相互利益に基づく自発的な参加｣ にある (����) 生産制限を否

定するものの, 数量割り当てなど現在行われている種々の商品協定は, 制約を付しながらも追

認される ｡

この章の最後は, 栄養改善のための特別価格での販売 (�����������������) について検討
する｡ この制度は, 先進国の貧困層ならびに途上国の栄養状態改善に貢献してきた｡ ｢委員会

は, ���がこれの推進を切望することは理解している｡ だが途上国にとっての第一の問題は,
食料供給の全般的増加をいかにして獲得するのかにある｣｡ 以前の諸章でこのための長期的方

策を提示してきた｡ ｢途上国の栄養不足状態にある��億人の栄養水準の永続的向上のためには,
自助 (����‒����) が第一の必要要件であり唯一の方策である｣｡ だがしかし, 途上国の栄養改
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��) ��������������������後にウィルソンが 回想したように, 英国は����年のドル不足危機の前夜
においては巨額の拠出を実行できなかった｡ �����������������������������������������������������������������������������������������������) ����������������������������������������



善には時間がかかるし, 他方で小麦を例にとれば, 米国・カナダ・オーストラリアは現状の産

出量を維持するに足る農業投資を実施してきたので, 産出減はコスト引き下げではなくてかえ

って価格引上げを結果するという主張もなされている (����)｡ もし, 輸出国に対して ｢商業

ベース市場での合理的価格と, 過剰生産に対処する特別価格での安定的な [途上国向けの] 販

路という, 両方の保証｣ が与えられれば, それは���の目的に資するであろう｡ 現状を考慮
すれば, ｢委員会は [この制度を] 是認したい気持である｡ にもかかわらず, それへの留保条

件が認識されなければならない｣｡ 留保条件は, ①余剰販売は輸出国の農業生産計画に適合的

であること, ② ｢特別価格販売に要する輸出国にとってのコストが, 商業ベースの輸出価格に

転嫁されてはならないこと｣, ③特別価格販売での総量は, 商業ベース販売に比べれば極少で

あるから, この措置が途上国の栄養水準向上に与える効果も限られていること｡ こうして特別

価格販売制度が有意義であるための, ｢不可欠の要件は, 商業ベース市場が特別価格市場から

有効に分離されることである｣ (�����‒��) 貧困国への特別価格での販売が, 貧困国の窮

状打開の観点よりも, 過剰生産の吸収という観点から論じられる｡ その意味で, 栄養改善のた

めの特別価格での販売はあくまで価格安定化策として考慮される｡ さらにウィルソンが議会で

発言したように, 特別な低価格での途上国への販売のコストが商業ベースでの輸入国への販売

価格への上乗せにつながることには, 英国としては阻止する必要があった｡ ｢わが国の外国為

替ポジションは, こうした種類の措置に味方することは許さないであろう｣, と彼は述べた��)｡
スタプルズは, 上記②の一文が英国の主張であったことを示し, そして, ｢人道主義的・栄養

学的プログラムは明らかに経済問題に優先しない｣ と記した��) ｡

第６章 ｢特定商品に関する勧告｣ では, 小麦, 砂糖, 米, 畜産物, 油脂類, 魚類, 果物・野

菜, 茶, ココア, 棉, 羊毛, 木材に関する各種商品協定が評価される｡

第７章 ｢組織｣ では, オールの提案した ｢世界食料委員会 (������������������)｣
が否定されて, ｢世界食料評議会 (��������������������)｣ 設置が提案される 第

５章での価格安定備蓄 (緩衝在庫) に関する二つの案についての報告の結論＝第二案の採用か

ら予想されるように, ｢世界食料委員会 (���)｣ と ｢世界食料評議会 (���)｣ とが意味す
るところは, 単に�����と�������という用語のちがいにとどまらない ｡

報告は, 第２回総会で承認された二つの目的実現のための ｢新たな特別の国際組織の形成｣

は不要で, 既存の国連内諸組織もしくは ｢���内部の新機構｣ でこれらの目的実現に関わる
問題に対処可能だ, と述べる (����) 世界食料委員会が���とは別個の組織だとは, オ
ールは述べていない｡ 『白人のディレンマ』 で彼が述べたように, ｢世界食料委員会は���,
国連経済社会理事会, 世界銀行の各業務の一部を統合｣ することを目指すが, この世界食料委

員会が ｢���内部の新機構｣ として創設されるのは, むしろ彼が望んだことであった｡ これ
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まで示してきたように, オールは一貫して���の執行権限の (当然に財政基盤を伴った) 強

化を主張してきたのである ｡

にもかかわらず報告が上記の表現をしたのは, 戦後復興という課題に対処するために国際協

力の必要が要請され, その結果すでに幾多の国際諸機関が創設されたという現実の故であった｡

具体的には, ���, 世界銀行, ���, ���, ���, ������, 国連経済社会理事会がそれで
ある｡ ���を含めてそれらが扱う課題は, ｢相互に連結し合う関係｣ にあり (����), たとえ���内部の新機構であっても, ���の権限を拡大して上記国際諸機関と相並ぶ機関とするこ
とを, 委員会は控えたのであった｡ それは, 委員会が提案した ｢���内部のもう一つの機構｣
としての ｢世界食料評議会｣ の内容が, ���内部の調整機関の域を出なかったことに明瞭に
示される｡

報告が, 世界食料評議会に与えた役割は, 年次総会ならびに総会のあいだにおいて, 事前準

備を含めて政府間協議を実質化することであった｡ すなわち, 世界食料評議会は, 毎年行われ

る���定期総会の年間計画審議での政策論議を総会から総会へと ｢接続させる環｣ としての

役割を負う｡ 具体的には, ① ｢年間計画審議の権限の範囲内で, 恒常的に審議される事項を保

持する｣, ② ｢これらの事項について, ���加盟国政府, 政府間商品カウンシル, もしくはそ
の他の商品機関に対して勧告を行う｣ と規定される｡ 世界食料評議会は年次総会のあいだに少

なくとも年２回開かれ, そのメンバーは, 加盟国の中から総会で選出される��カ国代表によっ
て構成される (�����‒��) 世界食料評議会の機能について, 報告ではなお明瞭でないと

ころもあるが, オールが提案した世界食料委員会とは, その役割を異にすることは明らかであ

ろう��) ｡

『ニューヨーク・タイムズ』 紙は, ブルース準備委員会終了の翌日 (����年１月��日) こう
報じた｡ すなわち, 準備委員会は ｢各国の自発的協力に基づく将来の国際的行動に明確に委ね

る形での世界食料プログラム｣ を発表した｡ これは, オールの世界食料委員会提案に対して準

備委員会冒頭から反対してきたアメリカの勝利を意味する｡ 米国国務省は, 国際商品協定を管

轄する機構を���に定め, ｢諸国間の食料分配は, 多角的な政府間協定によって個別商品ごと
に行うのが最適である｣ と主張してきた｡ また準備委員会は, 世界食料委員会ではなくて ｢主

に勧告機関としての性格を持つ世界食料評議会｣ を提案した｡ これは ｢���と加盟諸国政府
との間の 『政策上の連結』｣ の役目を担うものである��), と｡ また 『エコノミスト』 誌 (����
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��) スタプルズによれば, 世界食料評議会は, 既存の, 各専門家から構成される���執行委員会に代
替するものであった｡ 執行委員会はこの世界食料評議会設置による制度変更に反対する報告を提出し

たが, この反対報告はブルース準備委員会ではほぼ無視された｡ �������������) ��� ������������� �������������������������������������������������������������さらに２日後の同紙の記事は, 米国の意向が勝利したことについてこう論じている｡
｢われわれには [オール案が想定するような] 多くの権限を手渡す用意はない｣｡ だがオール案を廃案

にした以上, われわれは準備委員会の提案した ｢自発的プラン｣ の成否を見守る責任がある｡ 去年ヨ



年２月１日) もオール提案が葬り去られたことを伝える論説で, その原因として, ①世界食料

委員会の広範な活動のための資金創設の困難 英国は生産国を利する計画に拠金しない ,

② ｢徹底した国際規制システム｣ への米国の反対を挙げた｡ そして世界食料評議会の役割は主

に勧告であり, 一次産品の国際的価格協定の実施は ｢関係諸国の国内政策によって補完される

べきである｣, と結論付けた��)｡
さらに英国下院での討議 (����年２月６日) のなかで, ウィルソンは, ブルース委員会報告
は ｢ボイド・オール案の悩みの原因を取り除き｣, ｢オールの壮大な構想のなかから, われわれ

がうまく運用できると信じる実際的計画をうみだした｣ と述べ, 報告と世界食料委員会との連

続性を強調した｡ だが, 既述のようにホット・スプリングス会議で緩衝在庫案を提起した��
ロウは, 両者の断絶をこう鋭く指摘した｡ 労働党政府は, ｢コペンハーゲンでのサー・ジョン

・ボイド・オールの提案に対して, 礼儀正しく, 遠まわしに, そして控え目に葬儀を執り行い｣,

｢執行権限を持つ世界食料委員会を葬り去った｣��), と｡
半年後にジュネーブで開かれた第３回���総会 (����年８月��日～９月��日) は, ブルー

ス準備委員会の提案通り, 世界食料評議会の設置と現行の執行委員会の解散を承認した��)｡ 総
会ではフランス代表は, 世界食料委員会 (���) から評議会 (���) への変更は, ｢たんに
言葉の問題ではなくて, 社会・経済政策の選択の問題であり, また [���という] 機関の政
策の問題である｣ こと, また評議会設置と現行執行委員会解散は ｢国際的精神からの深刻な逸

脱｣ であると問題点を指摘した｡ またあわせて ｢近い将来, 国民的利益が [世界の] 消費者・

生産者大衆の利益よりも優先される｣ ことへの懸念を表明した��)｡
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ーロッパと東洋はほぼ飢餓状態にあった｡ 今年になっても穀類と油脂は不足している｡ ｢われわれの

生産は好調である｡ 余剰のほとんどは海外で十分利益をあげて販売できる｡ 余剰のうちの少しは対価

なしの救済用に必要かもしれない｡ だがわれわれはこうした取引を管理する何らかの種類の国際組織

を必要としている｡ 自発的協力は試してみる価値がある｡ [オール案のような] 拘束力の強い協定を

好まないのならば, この自発的協力を失敗させてはならない｣, と｡ ��������������������������������������������������
またイェーツは, ｢それ [ブルース準備委員会報告と第３回���総会でのその承認] は, 緩衝在

庫, 飢餓備蓄, そして余剰処理それぞれのための三大国際基金という世界食料委員会の理念からはは

るかに遠いものであった｣, ｢こうしてサー・ジョンの壮大な計画は終わった｣ と記した｡ ������������������������������������������������������������������������������ �����������������������イェーツの評価は, オールの計画は ｢実行可能な提案としては, 見込み

のないものであった｡ [だがしかし] 主に小・貧国の多くの政府の心からの思いを世に問うための綱

領としては, それはきわめて貴重なものであった｣ というものである｡��) ����������� ����������������������������������) ��������������������, ����‒�������) �����������������������������������������������������������������) ���������������������������������������������������������������������������������‒��������������������������‒���タイプ印刷, ���図書館所蔵｡



オールも, 自らの提案が準備委員会で却下されたことについて, ｢各国が少しの権限と少額

の基金とを提案された [世界食料] 委員会に与える用意がなかった｣ ことを残念に思うと述べ

た｡ さらに彼は, 世界人口の半分に影響を与えている世界食料危機が戦後２年以上たってなお

継続している事実を指摘し, こう発言した｡ ｢飢餓は人間を人間以下の存在にする｡ 飢餓が長

く続くと, 世界の良心は鈍感になり, 人々は飢餓を普通の状態だと見なすようになり, そして

各国ならびに各個別機関はこの災いを軽減するための努力を弱めてしまうという危険が存在す

る｣, と｡ そして彼は, ���を単なる実地調査機関にするのではなくて, 豊かで平和な世界を
創出するための機関とすることを求めた｡ 総会での事務局長としてのオールの最後の発言は,

①飢えは政府の基盤を掘り崩すこと, この意味で ｢今日では, 食料はポリティクスである｣ こ

と, ②���地域オフィス設置による地域内での各国政府の協力と共同とによる開発計画の策
定と実施の重要性, ③非政府機関との協力の必要性, を指摘するものであった��)｡
オールは後に 『白人のディレンマ』 で, ブルース委員会報告と���第３回総会でのその承

認について, こう記した｡ 委員会でのドッド ｢演説は, 飢餓と貧困から世界を解放するための

国際協力運動を当分のあいだ終息させた｣｡ 第３回総会は, ｢食料と農業に関する長期的問題に

ついて討議はするが, 問題解決のための行動を起こす権限は持たない [世界] 食料評議会の設

置以上のことはできなかった｣��), と｡
ドッドは, オールの任期終了後, 第２代���事務局長に就任する｡
４. 世界食料委員会提案挫折の背景

以下では, オールの世界食料委員会提案挫折の背景を (�) 緩衝在庫, (�) ����年農業法,
(�) 植民地開発政策の視点から検討する｡
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��) ��������������‒��, ��‒���第３回総会は, ラテン・アメリカ, ヨーロッパ, 中東, アジアの地域
オフィス設置に向けた決議を採択した｡ ����������������������������������������������������������) オールはさらにこう続ける｡ ｢戦争のために団結した各国政府は, すべての国の人々の厚生を推進
するために協同するよりも, 国民的利害をより一層重要視するといういつもの役割に戻った｣｡ ｢����
年は, 全人類を欠乏から解放するという具体的目標を成就するために, 戦後も団結したままでいよう

という高邁な理想が忘れ去られた年であった｣｡ ���������������������������������������������‒���訳���‒���ページ｡ また世界食料評議会の機能については, ｢評価｣ ｢勧告｣ ｢調査｣
という言葉が躍るが ｢指揮｣ ｢実行｣ ｢決定｣ という言葉はほとんど見当たらない, という指摘も参照｡��� ������������� ���������������������������������������������オールは
｢人々がパンを求めているのに, われわれは彼らに書類を与えようとしている｣ (強調は原文) と発言
・・ ・・ ・・

した｡ �������������������������������� ��������������������������������������������������



(1) 緩衝在庫

｢２. 世界食料委員会批判｣ でふれたように, ケインズは����～��年に国際緩衝在庫案につ
いての草稿を作成した｡ 『ケインズ全集』 第��巻には, その第５次～第７次草稿, さらに����
年１月に戦後対外経済問題委員会に提出され, ５月４日に戦時内閣で了承された第８次草稿が

含まれている｡ 既述のように, これに基づいてホット・スプリングス会議で��ロウは国際緩
衝在庫創設を提唱した｡ 先行研究によって, ケインズの主張の草稿間の変化を以下のように整

理できる��)｡
当初は, コモド・コントロールの目標として商品価格の安定化に重点が置かれており, これ

を実現するための緩衝在庫の具体的管理 基準価格, 介入価格, 在庫数量など が議論の

中心になっていた｡ 同時に, 価格安定化とともに ｢低コストの生産者に一定の拡張率を許容す

るような長期的価格政策｣ を実現するために, 副次的手段として, 生産制限などの計画も許容

されていた｡ これは ｢低い生活水準｣ の生産者が ｢高い効率性｣ を反映しないで国際価格を低

下させる場合を考慮したものであった｡ だが, 制限計画拡張を主張する, 国内的には農業省ら

の, 国際的にはアメリカの圧力を受けて, 第７次草稿では①長期均衡価格の近傍での価格安定

化に加えて, ②生産者所得の安定化 (｢大多数の一次産品生産者に, 彼らが生活している国の

標準から見て妥当な生活水準を保持できるような価格に, 長期的な需給関係を維持すること｣)

が, もう一つの目標として定立される��)｡ そして緩衝在庫は①の目標に資するが, ②の目標達
成のために ｢産出量の規制｣ ＝ ｢制限｣ や輸出割り当ての必要が容認される｡ さらに第８次草

稿では, ①の目標が相対的に後退し, 生産規制や数量割り当てといった ｢制限｣ を大幅に取り

入れた妥協案になっていった｡

だが, 生産規制や輸出割り当てといった ｢制限｣ 的政策の容認の比重が増したとはいえ,

｢世界の経済体制が地球の有する十全な豊穣さを享受する手段を見出すことに失敗した｣ (������訳���ページ) ことが戦前��年間の世界的不況の原因であったという反省のうえに, ケイ
ンズがこうした事態の再来を防ぐための, 重要な一手段として国際緩衝在庫を提案した意図は
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��) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������平井俊顕 ｢戦後世界体制の構

築をめぐるケインズの活動｣ 『上智経済論集』 ��巻１号, ����年 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������なおホット・ス
プリングス会議での英国による緩衝在庫提案を検討した, ��������������������������������������������������������も有益である｡ 本文中の整理は主に平井論文に依拠した｡��) �������������������������������������������������������‒��������前掲訳���, ���,���ページ｡ 訳文は変更｡ ただし第５次草稿でも, 生産者所得安定化による適切な生活水準維持が従
来の商品規制計画の原動力であったことが指摘された上で, 生産者の適切な生活水準維持は ｢緩衝在

庫コントロールが進んで引き継がねばならない目的｣ (������������訳���ページ) とされていた｡
以下 『ケインズ全集第��巻』 からの引用箇所は本文中に示す｡



変わらなかった｡ 彼は第８次草稿にも以下の言葉を残した｡

すなわち, ｢われわれは, 上に提案した建設的な提案が, 希望に満ちた精神で考案されてお

り, 失望に終わることになるかもしれないということを, 隠すつもりはない｡ それらは, 戦前

には存在しなかったある程度の国際的規律や善隣性, および一般に国際的行動の適切な基準を

各国政府が進んで受け入れる用意のあることを前提としている｡ ……しかし, もしわれわれが

勇敢に取り組むならば, 事態をより良好な方向に秩序化することは, 思うほど難しくはないか

もしれない｡ 過去において生産を混乱させた過剰の規模は, 実際の生産量に比べると小さかっ

たし, まして潜在的需要に比べるといっそう小さかった｡ しかもそれらが引き起こした混乱は,

その原因とは不釣り合いな程大きなものであった｡ 諸個人が苦労して生産に励もうとする推進

力が消費を享受しようとする彼らの意欲を越えているとか, あるいはわれわれは非常に高度な

生活水準に達しているので, われわれの関心は生産を抑制し自然の恩恵を抑えることである,

とかいうことは正しくない｡ むしろ思慮をめぐらして生産と消費に実りある結合をもたらすこ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とにより, 狂気のパラドックスからの脱却を可能にする組織を考案することが, この世代に課
・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

せられた任務なのである｣ (������, ���. 訳���ページ｡ 傍点は引用者)｡・・・・・・・・・・・

しかもケインズは, コモド・コントロールがもたらす価格安定と生産者所得の安定が途上国

の経済に与える効果についても言及している｡ すなわち, ｢提案されている計画は, 原材料

[生産] 国にとって, 特に対外債務を抱え準備金に欠乏している金融的に弱い国, あるいはそ

れらの産品に高度に特化している国にとって, まさに最高級の価値を有している｣ (������,���. 訳���, ���ページ)｡ この文章は, 国際緩衝在庫による価格安定が途上国の, またモノカ
ルチャー栽培を強制されている国々に与える経済的意義を指摘するものであった｡ またケイン

ズは, 輸出国が, コモド・コントロール実施委員会 (����������������) に輸出量の割当規
制を強制する許可を申請するケースのうちで, ｢当該商品の消費増大により生活水準が改善さ

れると思われる潜在的消費者が貧困に陥ることによる需要の収縮｣ が起きる場合には, ｢実施

委員会は, (食料に関して栄養委員会������������������―もしそのような機関があれば―
と協議して) 貧窮国における当該生産物の消費に補助金を与えるなんらかの手段｣ を考慮する

という規定を, 第８次草稿に残している｡ コモド・コントロール案には, 途上国の栄養問題を

扱う委員会も含まれるのである (�����. 訳���‒���ページ)｡ ホット・スプリングス会議が最
重視したのが, 世界の人々の栄養水準の向上であったことからすれば, 十分に了解可能な構想

である｡ さらにケインズは, 余剰農産物の貧困地域への特別低価格, もしくは無償での供給に

ついてもこう言及している｡ ｢そしてそれは, 適切と思われる場合にはいつでも, 不可避的に

生じた余剰商品が貧困地域での消費のために配給される協定を取り決めるであろう｣��) (�����.
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��) オールが回想録で, 自分はケインズと面識はなかったが, 彼と世界食料委員会案について議論する
機会があったならば, 彼はそれに関心を持ってくれたであろうと書いたのは, あながち勝手な思い込

みとばかりは言えない｡ ����������������������������



訳���ページ)｡
しかしながらこうしたケインズの主張にもかかわらず, コモド・コントロールの目標に, 国

際価格の安定化 (＝目標①) と並んで生産者に対する所得の安定 (＝目標②) が掲げられた以

上, 一次産品の生産条件は国によって多様であるから, ①の達成が②の達成を自動的にもたら

すとは言えなくなるであろう｡ したがって, 緩衝在庫による ｢価格の短期的安定化を, 需給を

均衡させ低コストの生産者に一定の拡張率を許すような長期的な価格政策と結合させることを

目指すべき｣ (������, ���. 訳���, ���ページ) であるとしても, その実現は容易ではない｡����年に���から ｢緩衝在庫技法｣ についての執筆依頼を受けたカーン (�����������)
が指摘したように, 合成ゴムや化学肥料開発といった生産技術条件の変化や世界需要の長期的

趨勢の結果としての価格低下については, 緩衝在庫は効果がない, また生産者に適切な生活水

準を維持させる (目標②) ためには, 価格の人為的維持 (目標①) 以外の手段が必要となる��)｡・・・

こうしてケインズ自身が認めたように, 途上国と先進国との生活水準格差が直ちに埋められ

ない以上, ｢緩衝在庫計画は, 各国が自国の生産者に, その生活水準を彼らが妥当と考える水

準に維持するために, 補助金を自由に与えることを認める方針で作成される必要がある｣｡ も

ちろん続いて彼が述べるように, そのような補助金が富国で相当な規模で与えられるならば

｢世界の生産量の配分の固定化｣ という深刻な困難が生まれるから, それを制限するために,

補助金を与える富国には輸出割当量の削減が必要となるわけであるが (������, ���. 訳���‒���, ���‒���ページ)｡ さらに����年代からの世界農業不況の中で, 欧米諸国が競って採用し
た, 価格保証, 輸入関税, 生産補助金などの農業保護策と戦時中の国内消費者のための補助金

支出とを前提にすれば, コモド・コントロールはそのなかに緩衝在庫と並んで種々の規制や割

り当てといった ｢制限｣ を含まざるを得なかった｡

ホット・スプリングス会議から４カ月後の����年９～��月に, 英米間で戦後国際通貨政策,
貿易政策, 商品政策, カルテル政策, 雇用政策についての討議がワシントンでなされる｡ この

会議のイギリス側代表はホット・スプリングス会議に引き続きロウであったが, ケインズ, ロ

バートソン (�����������), ミード (�������), ロビンズ, ホール (������) らも参加
し, 国際通貨政策が���に, 残りの４分野が���憲章につながった｡ 商品政策に関して, 英
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��) �������������������������������������������������������������������������‒�����������������������������������������������������������ホット・スプリング
ス会議に出席したロビンズ (���������) は, 日記 (����年５月��日) にこう記していた｡ ｢緩衝在
庫は不定の短期的変動を安定させるために使われるべきであるが, それは [変動の] 全般的趨勢に対
して作用するものとしては使われるべきではない｣, と｡ �������������������������������������������������������������������またケインズの計画は, 元来, 生産者のリスクの
減少と景気循環の円滑化という二つの目的のために商品価格安定化に焦点を当てるものであったが,
生産者所得の安定化を目的の一つに入れることによって, 誤りを犯した, なぜなら価格安定化は需要
側のショックに対しては生産者所得を安定化させうるが, 供給側のショックに対してはそれを安定化
させない, という指摘も参照｡ �������������������������������������������������������������������������������������



国側は緩衝在庫案を, 米国側は生産規制を重視した提案を行った｡ そして国際商品政策に関す

る英米合意文書では, 生産規制と緩衝在庫の併用が明記され, その運用を監視する国際商品機

構設立も同意された��)｡ だが����年��月の米英借款協定と同時に合意された 『国際貿易雇用会

議による考察に関する提案』 では, 緩衝在庫案は示されず, 政府間商品協定機関内の通商政策

委員会の検討課題の中に, ｢商品問題の解決方法として提案される国際緩衝在庫機構もしくは

その他の措置に関する問題｣ が, かろうじて含まれたにすぎなかった��)｡ さらに����年３月に
採択された���憲章 (ハヴァナ憲章) 成立の過程では, ���は ｢世界食料委員会の下での野

心的な緩衝在庫, 余剰処理, そして救済措置の設置｣ を提唱したし, また英国は憲章が ｢緩衝

在庫について明確な認識｣ をもつこと望んだ｡ だが, いずれも拒否された��)｡ 憲章第６章��条
｢政府間商品協定の目的｣ では, ｢供給ならびに需要の諸力の長期的均衡の確保が望ましいこと

を考慮した上で, 消費者に公正で生産者に妥当な報償をもたらす価格を基礎とする妥当な範囲

の安定を達成する目的で, 一次産品価格の顕著な変動を防止または緩和する｣ ことが謳われた

が, 緩衝在庫への言及はない��)｡
さらに言葉を費やせば, ���憲章にはその重要な特質の一つとして, 途上国の経済開発が

組み込まれていた｡ 板垣與一は早くも����年にこう指摘していた｡ すなわち, 憲章では, 貿易
流通面における平面な調整をさらに深めて, これを支えている ｢経済構造の立体的変革｣ が意

図されており, 単なる貿易自由化のみならず, 自由化の前提条件としての先進国の完全雇用と

途上国の経済開発との必要性が明記されている｡ さらに, 根源的な構造的不均衡というべき現

時の国際収支不均衡を正すための米国の国際投資拡大ならびに, 途上国の経済開発のための国

際的計画と国際的協力機関の指導調整とが不可欠であることが示されている��), と｡ だがその���憲章は��カ国が賛成し採択されたにもかかわらず, 英米をはじめとして批准をせず, 結
局流産する｡ それは, 各国の完全雇用の維持と途上国の経済開発とを保証するための国際的枠

組みが日の目を見る前に挫折したことを意味した��)｡
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ブルース準備委員会報告が世界食料委員会案を否定して, 緩衝在庫案に言及しながらも, そ

の国際的組織による管理ではなくて, 在庫数量などに関する国際的合意の下での, 各国による

自己責任 (｢行動の自由｣) に基づく緩衝在庫運営を提案したのも, 大きくは上の流れの中のこ

とであった｡

(2) 1947年農業法

戦後英国農業政策の基本となったのが����年農業法であった｡ 同法は戦中の農業政策の柱で
あった ｢価格と市場の保証｣ の原則を戦後に引き継ぎ, 戦後の厳しい国際収支状況の中で, 平

時における生産拡張 �������年までに現行水準の��％増, 戦前の��％増 を目標に掲げ

て英国農業の保護を打ち出した｡ この場合の保護の特質は, 外国農産物への輸入関税賦課によ

る価格維持ではなくて, 一方ではコモンウェルス諸国などからの安価な農産物の輸入と補助金

とによって消費者価格を低位に維持したうえで, 他方で生産者に対しては一定の合理的所得を

保証するために, 政府が農業経営者団体 (��������������������) と年次価格審議を行い,
農産物ごとに最低価格を保証し市場価格と保証価格の差額を補助金によって埋め合わせるとい

う, 不足払いの形をとるものであった｡ 労働党政府の農業政策を説明した農相ウィリアムズ

(��������������) が����年��月に述べたように, ｢農場経営者と農業労働者への適切な報
酬と一定水準の生活条件との提供ならびに投下資本への合理的な報酬, これらと両立可能な範

囲内での最低の価格で, 国民食料の必要とされる部分を国内資源から生産することのできる健

全で効率的な農業｣ を育成すること��) を, 同法は目標とした｡
農相はこの演説で, 戦後農業政策は ｢ホット・スプリングス会議での勧告を十分に尊重｣ し

た上で国内食料生産を可能な限り発展させようとするものであることを, いわば枕詞として置

いている｡ だが��年農業法の位置付けについての研究史がこぞって指摘するように, 厳しい貿
易収支状況 とりわけドル不足 の中で, そして世界的食料危機の中で, 食料輸入をでき

るだけ減らして国内生産を増大させ国際収支を改善することが, 戦後農業政策の目標であった

ことは疑いない｡ 半世紀以上前に, 三沢嶽郎はこう強調した｡ ｢戦後における食糧政策は……

その真の性格において食糧対策というよりはむしろ国際収支対策の一環とみなされるべきもの

である｡ その政策において取り組まれた問題は, 食糧不足それ自体ではなくて, 食糧輸入資金

の不足である｡ ����年に始まる農業拡大４か年計画がねらいとしたところも, まさに国内農業
生産力の拡充によって国民食糧の輸入依存度を軽減し, 食糧供給構造の面から国際収支の改善

に迫ることにあった｡ したがって, 戦後における英国農業の課題は, 国際収支の関連から要求

された食糧増産にほかならない｣��)｡ この点は, 農業省と食料省が����年に出した議会資料で,
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��) ������ ��������������������������������������������) 三沢嶽郎 『イギリスの農業経済』 農林水産業生産性向上会議, ����年, ���‒���ページ｡ 森建資
『イギリス農業政策史』 東京大学出版会, ����年, 第��章｡ 森の研究は, 戦後農業政策の分析に農業



現状の国内食料消費の継続を想定した上で, 国内農業生産拡大の外国為替節約効果を�������
年には戦前価格で１億�����万ポンド, 時価で１億�����万ポンドと推計していることからも,
間接的に裏付けられる��)｡
また����年に 『エコノミック・ジャーナル』 に掲載された ｢英国農業による輸入代替｣ と題
する論説は, 研究の意図をこう率直に語った｡ ｢現状において, 英国農業に求められる最も重

要な役割の一つは, わが国の輸入食料依存を, とくに硬貨地域からの輸入依存を減らすことに

よって, 貿易赤字の是正に資することである｣, これは����年農業法の主目的であったし, さ
らに最近のドル収支の悪化によってこの目的達成の意義は増した��), と｡
だが貿易収支改善を大きな目標として国内農業生産を拡大する場合, ホット・スプリングス

会議の勧告の ｢十分な尊重｣ と齟齬はないのだろうか｡ もちろん同会議の勧告でも, 戦争終結

直後の, とくにエネルギーを生む食料の不足の解消が第一の優先課題となる ｢短期｣ と, 世界

農業が平常の生産力に復帰し, エネルギーを生む食料と健康を守る食料とのバランスが重視さ

れる ｢長期｣ とを区別し, ｢短期｣ における農業政策が ｢長期｣ のそれと乖離することを認め

ている｡ すなわち同会議の勧告���｢短期における生産の変化｣ では, ヨーロッパを例に挙げ
て, ｢たとえそれが長期的に必要とされる諸資源の利用からの離脱を生んだり, 技術的・経済

的また栄養上の理由からみて望ましい生産政策への復帰を遅らせる｣ ものであっても, 短期に

おいては, 人間消費用穀物の作付面積の増加や畜産再建の抑制も容認されている��)｡
だが勧告��� ｢短期から長期への移行における生産の調整｣ では, やはりヨーロッパの特

定地域でのミルク生産の増加と穀類生産の減少の例を挙げて, ｢その短期の資源配分を漸進的

に修正して, より良い栄養とより大きな生産効率とを目的とする長期計画にいっそう緊密に順

応する｣ ことが求められる｡ しかもこの場合の長期計画とは, ｢自国民のより良好な食事 [へ

の要求] と栄養面でより良い食料を求める国際的需要とに基づいて, 世界規模での自国の諸資
・・・ ・・・・・・

源の最適な利用ための, 長期の調和的生産計画｣ (傍点は引用者) を意味していた��)｡ 言葉と
しては抽象的だが, 長期計画が国際的効率に配慮した各国の資源配分を重視していることは明

らかである｡
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は７億�����万ポンドと５割弱を占めている｡ ������������������ ����������������������������(��������)���������������) �������������������‒��������������������������������������������������������������������������) �����������������������������������������������������������������������������) �����������



オールは, こうした戦後の短期の国内農業政策と長期の国内, さらには世界農業政策との乖

離と収斂という問題を, メンジーズ‒キッチン (�����������‒�������) の 『英国農業の将

来』 (����年) への序文でこう記している｡ すなわち, 長期の国内農業政策策定に当たっては,
｢拡大し繁栄する英国農業と安価な輸入食料との間の, 戦前から引き続く対立｣ という, 単純

な解決が困難な問題が存在し, しかも世界最大の食料輸入国である英国の農業政策が世界の食

料輸出国との関係にも影響を与えるという問題も存在する｡ これらの点を考慮すれば, 英国農

業経営者は, 自分自身の繁栄に資する短期的政策だけではなくて, 国内のすべての階級 (＝消

費者) の繁栄と福利とに貢献する長期的政策をも学ばなければならない｡ 英国農業人口は全人

口の７％にすぎない｡ さらに加えてもう一つ, 世界農業人口の過半は自ら食料を生産している

にもかかわらず, 十分な食事に事欠く貧困状態にあるという現実を踏まえて, 全世界の人々の

｢欠乏からの自由｣ というホット・スプリングス会議でも確認された約束を実現するための,

｢世界全体の戦後の発展パターン｣ に適合する長期の世界的政策をも, 彼らは学ばなければな

らない｡ ｢英国農業は世界食料市場との関連の中で考察されなければならない｣｡ ｢長期の目的

に適合しない視野狭隘な利己的政策は長続きする見込みはない｡ 第一に必要なことは, 国内的

ならびに国際的ニーズとの関連で, 英国農業とその潜在力とを事実に基づいて検証することで

ある｣��), と｡
メンジーズ‒キッチンが, 長期的には英国農業の構造は低コストでの食料生産能力に依存す

るから, 戦後の世界的穀物不足が解消した後には, 可能な限り早急に畜産再建へ着手する必要

を説くことからわかるように, 本書が唱える, 英国農業の長期政策は畜産, とくにミルク生産

拡大と穀作縮小に重点が置かれていた｡ そしてこうした主張は, オールが 『なんのために闘う

のか』 (����年) や ｢戦後再建における食料の役割｣ (����年) で述べたのと方向性を同じくし
ていた｡ オールは, 英国農業は長期的には, ミルク, 野菜, 一部の果物, 卵, 家禽, ベーコン

といった健康を守る食料を中心に ｢他国と同程度に容易かつ経済的に生産可能な食料に集中し

なければならない｣ と主張し, 他方で小麦や甜菜 (さらには牛肉・羊肉などの一部) 縮小を提

案していた｡ そして前者の健康を守る食料はいずれも, 面積当たりの産出額と投入労働量が大

きい食料であり, 英国のように面積が小さく人口稠密な国には適している, と論じていた｡ し

かもオールは����年３月に公刊された後者の論説で, 西ヨーロッパに関して, 長期の世界的農
業政策が今策定されないと, 戦後のヨーロッパの食料不足が, 各国の農業政策を ｢自給自足｣

・

を基本とする ｢農業戦時政策｣ に再び引き戻してしまう危険を予言していた��)｡
こうしたオールの主張は, ｢２. 世界食料委員会批判｣ でみた 『エコノミスト』 誌のオール
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の世界食料委員会提案への批判からすれば, 一見奇妙に思われるかもしれないが, ｢安価な食

料｣ を社是とし続けた同誌の, ホット・スプリングス会議の勧告と戦後英国農業政策とに関す

る, 幾つかの論説 (����～��年)��) と共通点を持つものであった｡ 同誌はこう指摘する｡
ホット・スプリングス会議は, ｢より自由な貿易と国際分業のためのマニフェスト (�����������������������������������������������������������)｣ である｡ それは①適地
適産による世界規模での最大の産出と, ②消費者が支払い可能な価格での必要な量の外国食料

輸入と, さらに③先進国から途上国への自由な国際投資による産業の発展とそれによる購買力

の増大を想定する｡ こうして同会議の世界食料政策は, ｢各国での完全雇用と諸国間の財・サ

ービス・資本の緊密な交換とからなるプログラム｣ である Ⅰ�｡ 同会議の世界食料政策を基礎
づける, 戦後農業原則は三点ある｡ ①消費者のニーズは国の内外を問わず, ｢最も効率的な生

産資源｣ から充たされるべきこと｡ ②土壌の肥沃度維持のための最高度の保全策を前提に, 地

域の産業とその経済的利点とが当該地域で採用される農業と生産される農産物の種類を決定す

べきこと｡ ③各国は ｢高い栄養価値を有する健康を守る食料を生産するという優先すべき義務

があること｡ これらは, ミルク, 酪農品, 野菜, 果物といった農産物であり, そのほとんどは

保存がきかず, 消費��) 中心地に近いところで生産されるのが最も良い作物である｣ Ⅱ�｡ この三
原則は, 耕種作物の増産と牧草地の減少を特徴とする戦時農業システムとは大きく隔たるもの

であり, 戦時中の技術改善と機械化の進展は瞠目すべきではあるが, ｢遅かれ早かれ そし

ておそらくはもっと早急に 英国農業は正常な世界状況に適応しなければならなくなるであ

ろう｣｡ 戦争によって ｢各国が最も安価な市場で買い最も高価な市場で売る｣ という国際分業

の利益は一時的に排除されているが, これが回復されれば, 小麦や食肉といった必要な食料の

価格低下が酪農品や野菜といった健康を守る食料の購入増大を可能にする購買力を生み, この

結果 ｢英国農業に対する新たな, そして自然条件からして保護された市場｣ が創出される｡

戦時農業の展開を ｢反転｣ させる必要は明白だが, 問題は ｢この反転をどこまで行うのか,

またどのような形でそれを行うのか｣ である｡ 英国農業への保護を全廃することは現実的では

ないし, ｢国民の意志｣ でもない｡ だが農業への国家支援がどのような形で行われるにせよ,

｢それは農業経営者に対する社会の他の人々からの実質所得の移転をもたらす｣｡ この ｢移転｣

は無条件ではないし限度がある｡ ｢移転｣ は英国農業の長期の発展方向に向けられるべきであ

る｡ 英国農業が穀作で海外と競争するのは困難だが, 酪農と畜産, 果樹と野菜では競争の ｢可

能性ははるかに大きい｡ [戦後に] 力を集中すべきなのはこれらである｣ Ⅲ�｡
以上の 『エコノミスト』 誌の主張の問題点としては, オールが, そしてホット・スプリング
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ス会議を受けて���が強調する, 途上国の栄養改善について, そしてそれを支える経済開発
についての考慮に欠ける点を指摘しなければならない｡ だがしかし, 世界の ｢欠乏からの自由｣

は, 各国農業が長期的には国際分業の一分節として位置づけられ, その上で ｢より自由な貿易｣

を通じて, 世界全体での食料増産と効率的配分とを生みだす世界食料政策なしには実現が困難

であるという点では, 認識が共通している｡����年農業法の提案において農相ウィリアムズは, 現在の貿易赤字の下では ｢国内で生産さ
れる食料の追加の一片一片は, 現時の困難においては [赤字解消の] 助けになること｣ を指摘

した上で, 健康を守る食料を中心に英国農業を再編すべきだという主張に対して, その主張の

方向性を認めながらも, こう反論した｡ ｢だがわれわれは, 近年の経験が教えるように, あま

りに厳格に, またあまりに先に進んで計画を立てることはできない｣｡ ｢われわれはどの国から

でも得られるならば, 安価な食料を必要としていることは真実である｡ だがわれわれは英国で

もまた他の国でも安価な人間 (��������) を必要としない｡ ともかく, われわれはもう一
つ他の理由から, われわれ自身の自然諸資源を最大限可能に活用しなければならない｡ [それ

は] われわれはもはや海外投資に依拠して食料の購入をすることはできない｣ からである｡ 価

格の安定をもたらすことで, ｢変化するニーズに対応した調整を可能にする十分な柔軟性｣ が

生まれる��), と｡��年農業法は価格の ｢安定｣ を通じて経営の ｢効率｣ をもたらすことを意図したが, 戦争に
よる対外債権の減少がもたらした経常収支赤字の中で, 価格の ｢安定｣ の意図するところは当

・

面は, 将来の ｢ニーズの変化｣ へ対応する ｢柔軟性｣ 維持に重点が置かれることになった｡ 国
・・

レベルでの長期の農業政策策定は先送りされた｡

(3) 植民地開発政策

食料相ストレイチーが序言を書き, フェビアン協会から出版されたブリッツ (���������)
『配給手帳の裏側』 (����年) は, 米英借款協定に基づく����年７月のポンド交換性再開と急激
なドル流失によるその再停止以降, 英国の食料政策はドル不足によって一層支配されるように

なったと指摘し, 国内農業生産拡大に加えて, スターリング地域での新たな食料生産の開発と

同地域からの長期の大量食料購入とがその意義を増した, と述べた��)｡ そしてこの著作は各食
料品目について, コモンウェルスならびに植民地での供給増加の見通しを逐一検討し, そこで

の増産に期待をかけた｡ こうした期待は, 以下の 『タイムズ』 紙の報道 (����年３月��日) か
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��) ������ ��������������������������, ���‒������������������この文章の ｢安価な人間｣

とは, 農業労働者の他産業労働者に比した劣悪な労働条件 (賃金, 労働時間, 生活環境など) を意味

している｡ 戦後農業政策における大きな問題の一つは, 農業労働者の不足であった｡��) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������‒���



らも裏付けられる｡ 同紙は食料相の発言として, 戦前はドル地域からの食料輸入が全体の約四

分の一であったのに対して����年には約半分に増えた事実を伝えた｡ ����年の食料輸入元の内
訳はスターリング地域―��％, ドル地域―��％, それ以外の軟貨地域―��％であったが, ��年
にはそれぞれ��％, ��％, ��％になっている｡ だが食料相は, ����年前半の推計では, スター
リング地域が��％に増加し, ドル地域が��％に減少したことをあげて, 前年の交換性再停止以
降, 米国からの食料輸入の減少と非ドル地域からの輸入増への努力が効果をあげたことを指摘

した��)｡
食料相の主張は, ポンド交換性再停止以降の政府の植民地開発計画の展開と方向性を同じく

していた｡ 山口育人の研究��) は, ��年夏以降の植民地経済開発政策が植民地開発推進を志向す
るものではなく, スターリング地域のドル収支改善を最優先課題として, 同地域の金融や貿易

に対する統制によって, 植民地からのドル吸い上げに終始したことを明らかにしている｡����年４月に植民地開発福祉法 (�����������������������������������) が成立
したものの, 戦後の物資窮迫の中で植民地開発に必要な資材の供給は停滞していた｡ ところが��年のドル流失の加速を背景に, ��年６月に植民地資源開発法 (������������������������������������) が議会に提案される｡ ����年農業法審議が最終段階に達した時期である｡ 同
法は, 植民地開発公社と東アフリカ ｢グランドナッツ｣ 計画を運営する海外食料公社とを設置

するものであった｡ そして８月のポンド交換性再停止後政府は, 植民地からドル地域への輸出

増加と植民地の輸入全般に対する制限の強化とを明確に志向する｡ 当初は外相ベヴィン (�������) らは, 米国への経済的依存からの脱却のために西欧諸国との協力の下, 帝国資源の動
員を, とくにアフリカ植民地の大規模開発を目指した｡ ところが開発計画が具体化すると, ス

ターリング地域のドル収支改善という現実的目標が優先された｡��年７月に植民地省は, 現在の英国の経済状況では植民地開発政策には限界があることを認
め, ｢開発推進よりもドル獲得および節約を優先する｣ (①���ページ) 方向を明確にする��)｡
政府は植民地開発に必要な物資 (特に鉄鋼やセメント) の供給 それは英国本国の経済再建

投資とも競合した を制限する一方, 植民地はスターリング残高をロンドンに蓄積すること
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��) ��������������������������������������������������『エコノミスト』 誌は早くも����年８月９日の記事で, ドル地域諸国での食料価格上昇と米国からの借款の消失のために, アトリ
ー首相はドル地域からの食料輸入を年間で１億�����万ポンド減らすことを指示した, と伝え, スタ
ーリング地域や軟貨地域からの代替可能性について論じている｡ ���������������������������������������������) 山口の一連の研究の中で, ① ｢アトリー労働党政権の対外経済政策と植民地｣ 『史林』 ��巻４号,����年, ② ｢コロンボプランの成立とアトリー労働党政権のスターリング政策｣ 『史林』 ��巻６号,����年, ③ ｢第二次世界大戦後のスターリングエリア再構築｣ 『帝京大学短期大学紀要』 ��号, ����
年に依拠する｡ 出所は本文中に論文番号を示す｡��) ������ �������������������������������������������������������‒��������������������������������������������������������������



を強要される｡ こうして植民地は自身の収入を自国開発資材購入に使用することも制限された｡

政府は, ｢スターリングエリアの収支改善とイギリス経済の再建があってはじめて, 植民地開

発への投資が可能となる｣ (③��ページ) という立場を明確にした｡ ドル獲得において重要な
位置を占めたのはマラヤ, 西アフリカであった｡ ��年９月のポンドの大幅切り下げは, ドル地
域からの食料輸入コストをさらに引き上げた｡ そして ｢グランドナッツ｣ 計画の失敗が明らか

になるなか, ����年��月に公表された, インド, パキスタン, セイロン, マラヤ, シンガポー
ル, 北ボルネオ・サラワクの開発計画を示した ｢コロンボ・プラン｣ も, これら途上国の ｢工

業化への壮大な計画を提示し, 『自給』 経済へ進もうとする｣ ビジョンでは決してなく, ｢イギ
・・・・・

リスの対外収支改善やスターリング残高処理が優先された｣ (②��, ��ページ)｡
｢２. 世界食料委員会批判｣ でみたように, 『エコノミスト』 誌は貧国の自力更生を強調し,

オールの世界食料委員会提案に含まれる ｢人道主義｣ 的性格を批判した｡ また植民地相ホール

(����������) も����年７月９日の議会演説で, 植民地開発における ｢植民地の人々自身の

生産性上昇｣ の意義を強調し, ｢長期的には, いかなる国民も高水準の努力と高水準の効率の

達成なしには高い生活水準を享受できない｡ 外部からの援助によってすべてが提供できるもの

ではない｣ と, 植民地開発の主力があくまで植民地自身にあり, 宗主国は ｢植民地自身の努力

による彼らの富と福利の向上を援助するきわめて大きな潜在性｣ を有するにとどまることを,

繰り返し指摘していた��)｡ だが途上国・植民地の自力更生は, 宗主国の国際収支状況改善のた
めにその芽を摘まれた｡ ホールがマラヤにおける米作拡大の緊急性を強調したにもかかわらず,

また前植民地相スタンレイ (�������������) の植民地経済開発における農業生産増加の意義
の強調にもかかわらず, マラヤ植民地政府歳出に占める農村地域の農業・排水・灌漑用支出は

名目・実質ともに減少し, ����年には歳出の５％近くであったものが��年には���％に縮小し
た��)｡
以上の植民地への本国の対応は, 戦争終結につれて, コモンウェルス内の自治領諸国の英国

離れと自立化の方向と英国のその容認とが顕在化し, 戦後には自治領諸国によるドル・プール

引き出しとスターリング残高使用とを英国がコントロール困難になったのとは, 対照的な事態

であった��)｡ フィールドハウスは, ����～��年の期間の, 植民地開発福祉法による帝国全体へ
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��) ������ ��������������������������, ��������������そしてこの場合, 英国政府が植民
地開発において力点を置いたのは, 生産手段よりもインフラストラクチュアであった｡ ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������‒��������������������������������������) ������ ��������������������������, ����������������������������������������‒�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒������) 詳細には������������������������������������������������������‒������������



の投資額の�����万ポンドに対して, ロンドンでの植民地ドル残高が１億�����万ポンド増加し
た事実を示し, これは ｢大規模な投資引き揚げ｣ であり, ｢イギリス帝国による搾取の最も正

確な査定｣ であると記した｡ しかもホールが ｢世界市場の価格変動の凶暴な影響から植民地生

産者を保護する｣ ものとして例示した, 戦時中に形成された大量購入制度による植民地産品の

英国への独占的販売組織は, その構成部分としての ｢価格安定基金｣ を含めて, 戦後は現地の

政治家たちが農民生産者から低価格で収奪する手段に転化することになり, 自力更生への道は

さらに遠のいた��)｡ 同時にそれは, ｢英国消費者が [この場合には] アフリカの生産者から補

助金を与えられ続ける｣ ことを意味した��)｡
オールは, 戦中に, 戦争勝利後に ｢世界の共通の大義｣ のためよりも ｢自国の国民的帝国的

利益｣ を優先する大国の自己中心的な利益追求の傾向が生まれることを懸念していたが, それ

が現実のものとなった｡ またアメリカは����年に ｢商品金融公社定款法｣ を成立させ, 余剰農
産物の処分のための援助を制度化する｡ それは, 途上国の輸入食料依存構造の定着につながっ

た｡

オールは, 第３回���総会 (����年８～９月) で世界食料危機の継続をこう強調した｡ す
なわちヨーロッパではなお数百万人が戦時中より乏しい食事に耐え, アジアでは長引く飢えと

栄養不良は好転の兆しがない｡ ｢こうした地域的な飢饉と飢えとは世界人口の半分を襲ってい

る｣��), と｡ オールは����年４月に���事務局長を退任する｡ 第３回総会で, 彼の任期は次期
事務局長 (既述のように米農務省次官ノリス・ドッド) 選任までの期間とされていた｡

そしてドッドの下で����年９月に公刊された 『����年世界食料・農業事情』 は, ｢����年以
来初めて輸入国向けパン用穀物と飼料穀物との供給状態が楽観できる段階に到達した｣ と述べ,
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��������������������������������マッケンジーも紹介したように (���������), ホット・スプ
リングス会議での自治領諸国の英国離れを, ロビンズは����年６月５～７日の日記にこう記していた｡
｢会議では [コモンウェルス内の] 統一はまったくない｡ ……共通の経済政策も定期的な相談もない｡

……時計の針を戻して [����年の] ウエストミンスター憲章以前の状態にすることは全く不可能だし
(おそらく望ましくもない)｣｡ �������������������������������������������������������������������ドル地域のカナダに代わって英国が期待を寄せたオーストラリアからの農産
物輸入は, ����年から��年にかけて急増するものの, ��・��年と急減し, 物量ベースでは��年水準を
２割下回った｡ ��� ������������������‒�������������������������������������������������‒�����������������������������������������, ���������, �������) ����������������������������������������������‒�����������������‒�������������������������������������������������������������������������‒��������������������������������������‒��������� ����������������������������) �����������������������������������������������������������������労働党議員
ランキン (����������) は, 北ローデシアを例に挙げて, ｢英国が現地に１ポンドをもたらすごと
に, われわれは��ポンドを取り去っている｣ と発言した｡ ������ ����������������������������) �������������������������������������������������������������



�������年の世界の食料見通しの好転を予測した｡ その要因としてヨーロッパでの生産増大と
過去最大を記録した穀類の輸出余剰の存在とが指摘された｡ アジアでの米作状況も１人当たり

消費量はなお不足するものの, その好転が予想された��)｡
さらに翌��年の 『����年４月世界食料見通し』 では, 状況の一層の好転が, とりわけヨーロ
ッパでのそれがこう表現された｡ �������年の世界食料生産は前年度を大きく上回り, 穀類の
輸出余剰は�������年以来最大となった｡ ｢ヨーロッパの戦後緊急事態は現在ではほぼ終わっ
た｣｡ ｢ほとんどの国でパンの配給制は停止され｣, その他の食料の配給についてもかなりの緩

和が実施された｡ 包括的な食料配給制を実施しているのは, ドイツ・オーストリア・チェコス

ロバキアだけである｡ ｢戦後の食料欠乏の終息は間近になった｡ 実際, 最近締結された国際小

麦協定と穀物価格の低下は, ドル地域での余剰 [小麦] 処分がますます困難になることを示唆

している｣��), と｡
だがオールはノーベル平和賞受賞演説 (����年��月) でこう述べた｡ 世界人口の三分の二は
基礎的食料の欠乏のために彼らの寿命を全うしていない｡ ｢[��年��月の中華人民共和国成立を
はじめとする] アジアでの激動はすべての有色人種に広まりそうであるが, それは根本的には

飢えと貧困に対する反抗である｣��), と｡
戦後世界食料事情の好転にもかかわらず, 世界の飢餓はなくならなかった｡
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��) ��������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������農林省訳 『����年世界の食糧・農業事情』 ����年,����������ページ｡��) ������������������������������������������������‒�������年７月に実施された
英国でのパン配給制の廃止は����年７月である｡ また����年３月に締結された第７回国際小麦協定で
は約定最高価格が引き下げられるとともに, 価格安定を目的とした輸出国の在庫量に関する規定がな

くなった｡ 世界小麦供給の余剰傾向が明らかになった｡ 逸見謙三 『世界農産物市場の課題』 大明堂,����年, ���ページ｡��) ���������������������������������������������������������������������������������
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