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61

ナショナルなシンボルとしての国旗

　国民というまとまりをイメージさせ，人々をそこに
統合するために，儀礼やシンボルは重要な役割を果た
してきた。そのうち，旗と国旗掲

けい
揚
よう
などの儀礼は，特

に重視された。
　フランス革命では，革命のシンボルとして青白赤の
三色が採用され，国旗として三色旗が用いられるよう
になった。この三色旗は，革命のシンボルでもあるの
で，復古王政においては排除され，七月革命において
再び採用されるなど，体制の変動に連動してそのあり
方がかわった。ドイツでは，対ナポレオン戦争（➡p.58）
のなかで登場した黒・赤・金（黄）の三色が，以後，
ドイツ統一と自由のシンボルとして用いられた。この
旗も，1848年の革命のときに国旗として採用された

が，革命挫
ざ
折
せつ
後は排除されるなど紆

う
余
よ
曲
きょく
折
せつ
を経て，今

日ではドイツの国旗となっている。
　さまざまな国
のシンボルがそ
の時々の状況に
応じてどのよう
に使われている
かを考えること
は，国民国家や
ナショナリズム
のあり方をとら
えるうえで興味
深い。

❷ドイツ，イタリアの革命は，国民を単位
とする国家統一を追求し，ハンガリー革命
はオーストリア帝国からの自立を求めた。

⹅ 4「７月28日：民衆をみちびく自由の女神」　フランス七月革命のイメ
ージを当時のフランスの画家ドラクロワが描いた。
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⹅ 519世紀前半のヨーロッパの革命と民衆
蜂
ほう

起
き
　民衆蜂起が多くおきたのはどのよ

うなところだろうか。

⹅ 6フランクフルト国民議会　1848年の革
命のなかでドイツ統一をめざして開催さ
れた議会。三色旗が議場に飾られている。

した。
　しかし，労働者，農民，そして勃

ぼっ
興
こう
するブルジョワ層の不満は高

まり，自由主義的な変革を求める運動は強まった。その結果，1830
年前後にはフランス七月革命などの変革運動の波が訪れ，ついで
1848年にはドイツ三月革命など，ヨーロッパの諸地域で革命がお
きた。「諸国民の春」ともよばれるこれらの革命のなか，各国で自由
主義的な政治変革が行われ，国民国家の形成が試みられた。ヨーロ
ッパ大陸諸国では多くの場合，これらの変革の動きは失敗に終わり，
フランスで共和政樹立の試みが挫

ざ
折
せつ
して第二帝政が成立したように，

君主中心の権威主義的な体制が成立した。それでも，これらの動き
を通じて従来の国家体制を保守するウィーン体制は崩れ，それぞれ
の国で近代的な国家への変革は避けがたくなっていった。

❷
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してきた。そのうち，旗と国旗掲

けい
揚
よう
などの儀礼は，特

に重視された。
　フランス革命では，革命のシンボルとして青白赤の
三色が採用され，国旗として三色旗が用いられるよう
になった。この三色旗は，革命のシンボルでもあるの
で，復古王政においては排除され，七月革命において
再び採用されるなど，体制の変動に連動してそのあり
方がかわった。ドイツでは，対ナポレオン戦争（➡p.58）
のなかで登場した黒・赤・金（黄）の三色が，以後，
ドイツ統一と自由のシンボルとして用いられた。この
旗も，1848年の革命のときに国旗として採用された

が，革命挫
ざ
折
せつ
後は排除されるなど紆

う
余
よ
曲
きょく
折
せつ
を経て，今

日ではドイツの国旗となっている。
　さまざまな国
のシンボルがそ
の時々の状況に
応じてどのよう
に使われている
かを考えること
は，国民国家や
ナショナリズム
のあり方をとら
えるうえで興味
深い。

❸ドイツ，イタリアの革命は，国民を単位
とする国家統一を追求し，ハンガリー革命
はオーストリア帝国からの自立を求めた。

❷ベルリンやウィーンの三月革命を中心に
ドイツ諸地域で生じた変革運動の総称。

⹅ 4「７月28日：民衆をみちびく自由の女神」　フランス七月革命のイメ
ージを当時のフランスの画家ドラクロワが描いた。
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⹅ 519世紀前半のヨーロッパの革命と民衆
蜂
ほう

起
き
　民衆蜂起が多くおきたのはどのよ

うなところだろうか。

⹅ 6フランクフルト国民議会　1848年の革
命のなかでドイツ統一をめざして開催さ
れた議会。三色旗が議場に飾られている。

した。
　しかし，労働者，農民，そして勃

ぼっ
興
こう
するブルジョワ層の不満は高

まり，自由主義的な変革を求める運動は強まった。その結果，1830
年前後にはフランス七月革命などの変革運動の波が訪れ，ついで
1848年にはドイツ三月革命など，ヨーロッパの諸地域で革命がお
きた。「諸国民の春」ともよばれるこれらの革命のなか，各国で自由
主義的な政治変革が行われ，国民国家の形成が試みられた。ヨーロ
ッパ大陸諸国では多くの場合，これらの変革の動きは失敗に終わり，
フランスで共和政樹立の試みが挫

ざ
折
せつ
して第二帝政が成立したように，

君主中心の権威主義的な体制が成立した。それでも，これらの動き
を通じて従来の国家体制を保守するウィーン体制は崩れ，それぞれ
の国で近代的な国家への変革は避けがたくなっていった。
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五か条の誓文

　1868年３月14日，天皇が神々
に誓約する形で発表された新政府の
方針で，「広ク会議ヲ興

おこ
シ万

ばん
機
き
公論

ニ決スベシ」などの五つの条文から
なる。成立まもない政府の権力の基
礎を固める意味があったが，内容は
抽象的で具体的な政策は示していな
い。しかし，その具体性のなさゆえ
に，のちの時代にも自己の主張を正
当化する根拠となり，自由民権運動
でも国会開設要求の根拠となったり，
昭和天皇のいわゆる「人間宣言」で
もその趣旨を継承することがうたわ
れたりした。
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⹅ 5日本の国境の画定　幕末の日露和親条約
では，樺

から
太
ふと
（サハリン）の帰属は未決，千

ち

島
しま
列島では択

え
捉
とろふ
島
とう
と得

ウルッ
撫
プ
島
とう
の間を両国の国

境とし，これによって択捉島以南（現在の
北方領土）は日本の領土であることが日露
両国で合意された（➡p.147）。さらに1875年
の樺太・千島交換条約によって，樺太をロ
シア領，千島列島全体を日本領とすること
が決定された。小

お
笠
がさ
原
わら
諸島については，

1876年に日本の領有が各国に通告された。
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藩王尚泰の上京

1880
琉球分割に関する
条約案を提議

琉球の廃藩置県に抗議

調印回避

清
日
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球
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琉
球
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沖
縄
県

琉球士族の一部が清の介入を要請

琉
球
国

倉使節団）が欧米に派遣された。幕末に結ばれた不平等条約の改正
がその目的であったが，交渉は失敗した。一方，この使節団に加わ
った政府首

しゅ
脳
のう
が欧米の状況を視察したことによって，欧米モデルの

近代化をめざす動きが強まった。
　この時期の日本では，欧米思想を学んだ知識人たちが，雑誌や新
聞を発刊した。洋風の建築，洋服の着用なども一部ではじまり，
人々の生活や習俗も変化しはじめた。小学校教育も義務化された。

Ⱚ東アジアの国際関係
　日本と清

シン
の間には，1871年に日清修好条規が結ばれ，国交と通

商関係が開かれた。この条約は基本的に平等な条約だったが，この
条約の位置づけは日本と清では異なっていた。
　清は欧米諸国とは条約を締結して通商を行いながら，他方でそれ
まで通りの冊

さく
封
ほう
・朝

ちょう
貢
こう
関係を周辺国と維

い
持
じ
していた。清は，もとも

と冊封・朝貢関係を結んでいなかった日本との条約締結を，そうし
た冊封・朝貢関係に影響を与えるものとはみなしていなかった。
　一方，日本は，この条約を主権国家間の条約と考え，清中心の国
際秩序におさまらない外交を進めるようになった。1872年に琉

りゅう
球
きゅう

藩を置き，琉球と清との冊封関係断絶をはかっていたが，1879年
には沖縄県を設置して日本の一部であることを明確化しようとした
（琉球処分）。
　琉球宮古島の島民が台湾の住民に殺害されたことを口実として，
1874年，日本政府は台湾に軍隊を派遣した（台湾出兵）。しかし，
華
か
夷
い
秩序を維持しながら，内部では軍備の西洋化を進めていた清は，

日本にとっての脅
きょう
威
い
でもあった。清との戦争を避け，同時に琉球が
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に，のちの時代にも自己の主張を正
当化する根拠となり，自由民権運動
でも国会開設要求の根拠となったり，
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もその趣旨を継承することがうたわ
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135

アジア太平洋戦争開戦に熱狂する人々

　アジア太平洋戦争の開戦を憂
うれ
えた日本人も存在したが，

多くの人々は緒
しょ
戦
せん
の勝利に熱狂した。当時学生であった

上原良司も，開戦の報を受けて，級友たちと教室で快
かい
哉
さい

を叫んだことを日記に書きとめている。学徒動員を受け
陸軍に入隊した際も，上原はアジア解放を実現する「悠
久の大義」に生きることを誓っている。しかし，兵営生
活のなかで，自由が抑

よく
圧
あつ
された日本は，自由主義国家ア

メリカに敗れると確信するにいたる。上原は一方では自
由の勝利を望み，他方では日本の独立を希求しながら，
1945年５月11日，沖縄の米海軍機動部隊に突入して
戦死した。そして日本は，激しい空襲により国土を破壊
され，敗戦した。
　1941年に熱狂をもってむかえられたアジア太平洋戦
争が，４年後に大きな破壊を生み出したからこそ，戦後
日本人の心に平和意識が深く刻まれたといえる。

アジアの戦争をどうよぶか

　当時の日本政府は，アジアに「大
だい

東
とう
亜
あ
共栄圏」とよばれる新秩序をつ

くり，欧米の植民地支配からアジア
を解放することに戦争の目的がある
と強調し，この戦争を「大東亜戦争」
とよんだ。一方，開戦後アメリカは
この戦争を「太平洋戦争」とよんだ。
戦後の日本では「太平洋戦争」とよ
ぶことが多かったが，近年では，日
本の侵略が太平洋地域だけでなく中
国や東南アジアにもおよんだことを
重視して，「アジア太平洋戦争」と
いうよび方が広がっている。
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1939年8月の枢軸国
1941年までに枢軸軍
に参加した国
1942年の枢軸軍最大
占領地と占領した年
当時の連合軍諸国
中立国

⹅ 5第二次世界大戦中のヨーロッパ 　日本で南進論が高まった背景を
読み取ろう。

❷第二次世界大戦中に，蔣
しょう
介
かい
石
せき
の戦争継続

を支えるために，連合国が行った物資補給
のためのルート。中国沿岸部は日本海軍が
封
ふう
鎖
さ
したため，仏領インドシナや英領ビル

マから内陸部の道路で輸送された（➡p.1334）。

⹅ 6ビルマの油田地帯を攻撃する日本軍
（1942年）

京
キン

国民政府を樹立したこと，およびドイツのフラン
スに対する勝利を南進の好機であると受け止めた。日本はその機会
を利用し，フランス領インドシナ北部に日本軍を進駐させ，援

えん
蔣
しょう

ル
ートの遮

しゃ
断
だん

と資源獲得をはかった。さらに９月にアメリカを仮想敵
国とする日独伊三国同盟を，1941年４月には日ソ中立条約を結び，
アメリカへの強硬姿勢を強めた。
　一方で日本政府はアメリカとの妥

だ
協
きょう

の道をさぐり，日米交渉が
1941年４月からワシントンではじまった。しかし，ドイツが６月
にソ連に侵攻し，ヨーロッパ情勢が新たな段階に入ると，有利な情
勢下でのソ連攻撃を想定した日本は，ソ連と満洲の国境付近に軍隊
を動員するとともに，フランス領インドシナ南部に日本軍を進駐さ
せた。これに対してアメリカは反発を強め，石油の対日輸出を全面
禁止とした。石油の大部分をアメリカからの輸入に依

い
存
そん

していた日
本は大きな打撃を受け，陸軍を中心に開戦論が高まった。この間も
日米交渉は続けられていたが，日本の支配地域を満洲事変以前の状
態に戻すことなどを求めたアメリカの要求（ハル・ノート）を日本
は受け入れず，日米交渉は決裂した。
　1941年12月８日，日本陸軍はイギリスの植民地マレー半島で上
陸作戦を開始し，海軍はハワイの真
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内閣は米英に宣戦布告し，アジア太平洋地域を戦場とするアジア
太平洋戦争（太平洋戦争）がはじまり，まもなくドイツもアメリカ
に宣戦布告した。日本軍は開戦後約半年間で，香

ホン
港
コン

・マレー半島・
シンガポール・ビルマ（現ミャンマー）・オランダ領東インド・フ
ィリピン諸島などを占領し，資源を獲得した。
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なぜ，第二次世界大戦を回避できなかったのだろうか。TRY 135

アジア太平洋戦争開戦に熱狂する人々

　アジア太平洋戦争の開戦を憂
うれ
えた日本人も存在したが，

多くの人々は緒
しょ
戦
せん
の勝利に熱狂した。当時学生であった

上原良司も，開戦の報を受けて，級友たちと教室で快
かい
哉
さい

を叫んだことを日記に書きとめている。学徒動員を受け
陸軍に入隊した際も，上原はアジア解放を実現する「悠
久の大義」に生きることを誓っている。しかし，兵営生
活のなかで，自由が抑

よく
圧
あつ
された日本は，自由主義国家ア

メリカに敗れると確信するにいたる。上原は一方では自
由の勝利を望み，他方では日本の独立を希求しながら，
1945年５月11日，沖縄の米海軍機動部隊に突入して
戦死した。そして日本は，激しい空襲により国土を破壊
され，敗戦した。
　1941年に熱狂をもってむかえられたアジア太平洋戦
争が，４年後に大きな破壊を生み出したからこそ，戦後
日本人の心に平和意識が深く刻まれたといえる。

アジアの戦争をどうよぶか

　当時の日本政府は，アジアに「大
だい

東
とう
亜
あ
共栄圏」とよばれる新秩序をつ

くり，欧米の植民地支配からアジア
を解放することに戦争の目的がある
と強調し，この戦争を「大東亜戦争」
とよんだ。一方，開戦後アメリカは
この戦争を「太平洋戦争」とよんだ。
戦後の日本では「太平洋戦争」とよ
ぶことが多かったが，近年では，日
本の侵略が太平洋地域だけでなく中
国や東南アジアにもおよんだことを
重視して，「アジア太平洋戦争」と
いうよび方が広がっている。
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⹅ 5第二次世界大戦中のヨーロッパ 　日本で南進論が高まった背景を
読み取ろう。
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スハルト （1921－2008）

　軍人として1965
年の九・三〇事件で
実権を握り，1966
年にスカルノ大統領
から全権を移譲され，
1968年大統領に就

任した。以後約30年間，インドネ
シアの実権を握ったが，一族の不正
蓄
ちく
財
ざい
などが問題となり，1998年に

大統領を辞任した。

ジャン・モネとヨーロッパ統合の原点としてのECSC

　現在のヨーロッパ連合（EU）の基礎となったシュー
マン・プランを起草したのは，フランス企画院長官の
ジャン・モネであった。実業家・経済官

かん
僚
りょう
として活躍

し，第二次世界大戦後のフランス復興計画の立案者で
もあったモネは，長年の独仏対立に終止符を打ち，「ヨ
ーロッパ連邦」を実現させる第一歩としてECSCの創
設を構想し，発足後は自らその初代委員長となった。
ECSCは，石炭と鉄鋼部門における国家主権の一部を

移譲された「超国家的機関」であ
り，この方法はその後の欧州統合
のあり方の基礎となった。モネは
後年「欧州統合の父」とよばれ，
シューマン・プランが発表された
５月９日は，欧州統合の原点とし
てEUにより「ヨーロッパ・デー」
と位置づけられている。 ⹅ 5ジャン・モネ　

⹅ 3EU加盟国の拡大 　EUはどのように拡大していったのだろう
か。
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⹅ 4ASEAN加盟国の拡大 　ベトナム，ラオス，ミャンマー，カン
ボジアがおくれて加盟したのはなぜだろうか。
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治・経済的な連携をめざす動きがみられた。
　東南アジアでは，1963年にマラヤ連邦とシンガポール，ボルネ
オ島北部のサバ，サラワクが統合して連邦制のマレーシアとなった
が，1965年，マレー人優

ゆう
遇
ぐう

政策をめぐる対立から華
か

人
じん

を中心とす
るシンガポールが分離，独立した。インドネシアでは，マレーシア
と対立したスカルノ政権が共産党や中国との関係を強化したが，
1965年に軍事クーデタ（九・三〇事件）が発生し，スハルトを中心
とする軍事政権が成立し，共産党を弾圧した。一方，ベトナム戦争
を背景に，アメリカ合衆国のジョンソン大統領は1965年に東南ア
ジア諸国への経済支援を表明し，日本も技術援助や借

しゃっ
款
かん

などを通じ
た経済協力を推進した。1967年にはインドネシア，マレーシア，
シンガポール，フィリピン，タイの５か国が東南アジア諸国連合 

（A
ア セ ア ン
SEAN）を結成した。ASEANは当初は反共同盟としての側面が

強く，ECのような超国家的な統合をめざすものではなかったが，
1970年代以降，域内の政治的安定や経済連携に積極的にかかわり，
周辺地域もふくめたアジアの地域協力の基盤を形成していった。
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現在，地域連携が弱い地域を一つ取り上げ，これまでにその地域で連携が進んでこなかった理由を考えてみよう。TRY 185
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石油危機と
経済の自由化

変動相場制への移行と石油危機を背景として，
どのように経済の自由化が進展したのだろうか。2

　1981年にアメリカ大統領となったレーガ
ンは，自らが行った経済政策の成果を1984
年の一般教書演説⹅ 1において強調した。この

資料から，1970年
代と比較してどのよ
うな新しい政策が実
施されたのかを読み
取り，それは世界に
どのような影響を与
えたのかを考えてみ
よう。

192　第３章３節　世界秩序の変容と日本

　1980年代のはじめ，我々は戦後最悪の危機に直面していた。1970年
代は問題が多く自信を失った時代であった。政府が被統治者の合意をこえ
て大きくなり，勤労・節約・リスク負担によって得た報

ほう
酬
しゅう
はインフレや重

税によって失われていた。さらに法や規制がその上に覆
おお
いかぶさっていた。

　今やインフレは克服され12.4％から3.2％となった。我々はケネディ
政権下以来はじめてとなる減税法案を通過させた。現在年収25,000ドル
の家庭の購買力は1980年に比べて1,100ドル上昇し，課税後の収入は前
年に比べ５％上昇した。また，運輸業のような基幹産業に対する経済面で
の規制緩

かん
和
わ
はコストを下げ，安全を守りつつ消費者により選択のチャンス

を与え，企業家にも新しいチャンスを与えてきている。今夜，我々は過去
数十年で最大の回復の一つを達成したことを誇りをもって報告する。

60 70 80 90 20001950

120

100

80

60

40

20

0

（ドル/
 バレル）

10年

第１次
石油危機

第２次
石油危機

75 80 85 90 95 052000701967

350

300

250

200

150

100

0

（円/ドル）

17年1510

東京市場
月中の平均値

円
安

円
高

1971.8
ニクソン声明

1985.9
G5プラザ合意

⹅ 2レーガン　⹅ 1レーガン大統領の一般教書演説（1984年，要旨抜粋）

❶産油国の発言権獲得と利益拡大を目標に
1960年に結成された。

❷景気が後退しているにもかかわらず，物
価の上昇が続く状態のこと。

⹅ 3原油価格の推移　

⹅ 4円の対ドル相場の推移　

Ⱚブレトン・ウッズ体制の崩壊と石油危機
　1960年代後半になると，ベトナム戦争の戦費拡大によってアメ
リカ合衆国の財政赤字と貿易赤字が拡大したため，自由主義世界の
基軸通貨であったドルの信用が低下し，国際通貨体制は不安定化し
た。1971年８月，アメリカのニクソン大統領はドルと金の兌

だ
換
かん

停
止を発表し（ドル・ショック），1973年までに主要国の通貨は変動
相場制に移行した。こうしてブレトン・ウッズ体制は崩壊したが，
ドルはその後も基軸通貨としての地位を維

い
持
じ

した。
　1973年にイスラエルとアラブ諸国の間に第４次中東戦争がおこ
ると，中東産油国はイスラエルを支持する国への原油輸出を禁止・
制限する措置をとり，さらに石油輸出国機構（O

オ ペ ッ ク
PEC）が原油の価

格を大幅に引き上げたため，安価な石油を前提としていた世界経済
は大きな打撃を受けた（第１次石油危機）。また，1979年にイラン 
革命がおこると，原油価格は再び高

こう
騰
とう

した（第２次石油危機）。
　国際通貨体制の変動と石油危機により，先進国では成長率が鈍化
し，欧米諸国はスタグフレーションに苦しんだ。日本でも1974年
に戦後はじめて経済成長率がマイナスを記録したが，省エネルギー
化の推進やマイクロエレクトロニクス産業に代表される産業の高度
化によって危機を克服した。また，直面する世界的な経済問題に対
処するため，1975年より先進国（主要国）首

しゅ
脳
のう

会議（サミット）が
毎年開催されるようになった。
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石油危機と
経済の自由化

変動相場制への移行と石油危機を背景として，
どのように経済の自由化が進展したのだろうか。2

　1981年にアメリカ大統領となったレーガ
ンは，自らが行った経済政策の成果を1984
年の一般教書演説⹅ 1において強調した。この

資料から，1970年
代と比較してどのよ
うな新しい政策が実
施されたのかを読み
取り，それは世界に
どのような影響を与
えたのかを考えてみ
よう。
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て大きくなり，勤労・節約・リスク負担によって得た報

ほう
酬
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はインフレや重

税によって失われていた。さらに法や規制がその上に覆
おお
いかぶさっていた。

　今やインフレは克服され12.4％から3.2％となった。我々はケネディ
政権下以来はじめてとなる減税法案を通過させた。現在年収25,000ドル
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年に比べ５％上昇した。また，運輸業のような基幹産業に対する経済面で
の規制緩

かん
和
わ
はコストを下げ，安全を守りつつ消費者により選択のチャンス

を与え，企業家にも新しいチャンスを与えてきている。今夜，我々は過去
数十年で最大の回復の一つを達成したことを誇りをもって報告する。
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拡散する地域紛争 冷戦後の地域紛争はなぜ数多く顕
けん
在
ざい
化したのだろうか。

またそれに世界はどう対処してきたのだろうか。5
　冷戦の終結後，
自衛隊が日本か
ら海外に派遣さ
れるようになっ
た。どのような
国や地域に，い
かなる目的で送
られたのだろう
か。
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4000km0

国連PKOへの自衛隊の部隊の参加
国際緊急援助活動（災害など）での
自衛隊の派遣
その他のおもな自衛隊の派遣

カンボジア国際平和協力業務
（1992.9～1993.9）

ハイチ国際平和協力業務
（2010.2～2013.2）

東ティモール国際平和協力業務
（2002.2～2004.6）

モザンビーク国際平和協力業務
（1993.5～1995.1）

ゴラン高原国際平和協力業務
（1996.2～2013.1）

南スーダン国際平和協力業務
（2012.1～2017.5）

ペルシャ湾（機雷掃海）
（1991.4～1991.10）

イラク（人道復興支援）
（2004.1～2009.2）

ソマリア沖など（海賊対処）
（2009.3～）

オマーン湾など（船舶安全確保）
（2020.2～）

インド洋（補給など）
（2001.1～2007.11）
（2008.1～2010.1）

⹅ 1国連PKOへの自衛隊の部隊の参加

⹅ 3アメリカ同時多発テロ（2001年９月11
日） 　同時多発テロの映像は世界各地で
放送され，人々に衝撃を与えた。このこと
はアメリカや世界にどのような影響を与え
たのだろうか。

⹅ 2スレブレニツァの虐
ぎゃく

殺
さつ
　ボスニア紛争は

ユーゴ内戦のなかでも特に多くの犠
ぎ
牲
せい
者を

生み，1995年に生じたこの事件は，のち
に国際司法裁判所によりジェノサイドと認
定された。

Ⱚ焦点としての中東
　二つの陣営が世界規模で対

たい
峙
じ
した冷戦が終結すると，そのもとで

おさえこまれていた民族や宗教などをめぐる対立が顕
けん
在
ざい
化した。地

域紛争は，とりわけ旧東側陣営で発生し，1991年に解体した旧ユ
ーゴスラヴィアでの紛争（ユーゴ内戦），ロシアでのチェチェンの
独立運動などがおきた。また，武装勢力など非国家主体によるテロ
も発生している。
　焦点になったのは，中東である。1990年，クウェートに侵攻し
たイラクのフセイン政権に国連が制裁を決議し，それにもとづいて
アメリカ合衆国を中心に多国籍軍が編成され，翌年，イラク軍を撃

げき

退
たい
した（湾岸戦争）。2001年９月11日，アメリカでイスラーム過激

派による同時多発テロ（9.11事件）が発生すると，アメリカのブッ 
シュ政権は同年，テロリストをかくまっていたアフガニスタンのタ
リバン政権を攻撃した。さらに，2003年には，大量破壊兵器の保
有の可能性などを理由としてイラク戦争にふみ切った。
 　また，パレスティナ問題も続いている。1993年，イスラエルとパ 
レスティナ解放機構（PLO）の間でパレスティナ暫

ざん
定
てい
自治協定（オ

スロ合意）が結ばれたが，その後もイスラエルが占領地で入植地の
建設を進めたことなどから，パレスティナ人の抵抗をまねいている。
パキスタンとインドの間のカシミール紛争も，解決していない。
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定された。

Ⱚ焦点としての中東
　二つの陣営が世界規模で対
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峙
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した冷戦が終結すると，そのもとで

おさえこまれていた民族や宗教などをめぐる対立が顕
けん
在
ざい
化した。地

域紛争は，とりわけ旧東側陣営で発生し，1991年に解体した旧ユ
ーゴスラヴィアでの紛争（ユーゴ内戦），ロシアでのチェチェンの
独立運動などがおきた。また，武装勢力など非国家主体によるテロ
も発生している。
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した（湾岸戦争）。2001年９月11日，アメリカでイスラーム過激
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中国の論理，アメリカの論理

　グローバル化の進展とともに，中国は自由経済市場
からの投資を受け入れ，製品を輸出して世界第２位の
経済大国となった。当初，アメリカ合衆国をはじめ先
進国は，中国がWTOなどに加盟して世界経済のルー
ルを受け入れることを歓迎した。しかし，習

しゅう
近
きん
平
ぺい
政権

は西側先進国の主導する秩序を批判し，途上国を重視
すべきだと主張し，民主主義にもとづかずに経済関係
に依

い
拠
きょ
した国際関係を提唱した。また，アジア，アフ

リカ地域を中心にして，港湾，道路，鉄道などのイン
フラ建設を進めるなどして，新たな世界，地域秩序を
建設し，2049年までにアメリカに追いつくという国
家目標を明確にした。
　これに対してアメリカでは，5Gなど進展著しい中

国の技術革新やその技術にもとづくルールが中国主導
で世界に広まることを警戒し，民主主義や政治体制，
人権問題や民族問題，為

かわせ
替や貿易体制などをめぐる広

範な領域で中国を批判し，2018年には米中対立が顕
けん

在
ざい
化した。米中対立は，近代以来の西側先進国の主導

してきた秩序が今後も維
い
持
じ
されるのか否

いな
かということ，

さらに，中国の技術革新が産業革命以来の西側諸国が
主導してきた技術革新に挑戦するのか，ということを
示す。
　また，米中対立は日本をふくむ東アジアで深刻化す
る可能性もある。台湾海峡，東シナ海，南シナ海では
対立が強まり，逆に朝鮮半島では韓国が北朝鮮との関
係を改善するなどの変化がみられる。これらは日米安

あん

保
ぽ
や日本の将来にも大きく影響する問題である。

⹅ 4年越し派
は

遣
けん

村　世界金融危機によって派
遣社員など多くの非正規労働者が失業する
なか，2008年から翌年にかけての年末年
始，東京の日

ひ
比
び
谷
や
公園に「年越し派遣村」

が開設され，食事や寝泊まりする場所の提
供，生活・職業相談などが行われた。

⹅ 5イギリスのEU離
り

脱
だつ
　イギリスは2016

年の国民投票後，紆
う
余
よ
曲
きょく
折
せつ
を経て，2020

年１月31日，EUから離脱した。写真は，
それを悲しむロンドンの人々。

貧富の差や都市と地方の格差が拡大している。こうした格差は，経
済の規制緩

かん
和
わ
や国有企業の民営化など新自由主義的な政策によって

強められている面もある。日本でも1991年のバブル経済の崩壊後，
長期にわたる平成不況のもとで，そうした政策がとられてきた。

Ⱚこれからの世界
　グローバル化の負の側面ゆえに，それに反対する動きもあらわれ
ている。それが最も目立つのは，地域統合が最も進んだEUである。
とりわけ西欧諸国では，東欧から大量の労働者が流入したことに加
え，中東やアフリカからの難民も増加したことから，福祉の削減を
懸念する労働者などが排外主義に傾き，EUに対する批判が高まっ
た。国家の主権を重視する主張が強まり，イギリスは2016年の国
民投票でEUからの離

り
脱
だつ
を決めた。アメリカ合衆国でも2017年，

保護主義を唱えるトランプが大統領に就任した。
　このようなグローバル化に対する不満は，既

き
存
そん
のエリートを批判

するポピュリズムの高まりをもたらしている。普通の人々の代弁者
と称するリーダーへの支持が広がり，欧米諸国でも民主主義のゆら
ぎがみられる。さらに，中国やロシアといった新興国では，独裁的
な体制のもとで経済発展が進められている。世界的にみて，民主化
は再び停

てい
滞
たい
局面に入っている。

　2015年の国連サミットでは，誰一人取り残さない持続可能で多
様性と包

ほう
摂
せつ
性のある社会を実現するために，「持続可能な開発目標

（S
エス
D
ディー
G
ジー
s
ズ
）」が採択され，貧困の解消やジェンダー平等など17の目標

が示された。グローバル化の負の側面を解消し，持続可能な社会を
構築していくことが，ますます大切になっている。
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グローバル化と民主主義の岐
き
路
ろ
について学ぶことは，私たちにとってどのような意味があるだろうか。TRY 209
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は西側先進国の主導する秩序を批判し，途上国を重視
すべきだと主張し，民主主義にもとづかずに経済関係
に依

い
拠
きょ
した国際関係を提唱した。また，アジア，アフ

リカ地域を中心にして，港湾，道路，鉄道などのイン
フラ建設を進めるなどして，新たな世界，地域秩序を
建設し，2049年までにアメリカに追いつくという国
家目標を明確にした。
　これに対してアメリカでは，5Gなど進展著しい中

国の技術革新やその技術にもとづくルールが中国主導
で世界に広まることを警戒し，民主主義や政治体制，
人権問題や民族問題，為

かわせ
替や貿易体制などをめぐる広

範な領域で中国を批判し，2018年には米中対立が顕
けん

在
ざい
化した。米中対立は，近代以来の西側先進国の主導

してきた秩序が今後も維
い
持
じ
されるのか否

いな
かということ，

さらに，中国の技術革新が産業革命以来の西側諸国が
主導してきた技術革新に挑戦するのか，ということを
示す。
　また，米中対立は日本をふくむ東アジアで深刻化す
る可能性もある。台湾海峡，東シナ海，南シナ海では
対立が強まり，逆に朝鮮半島では韓国が北朝鮮との関
係を改善するなどの変化がみられる。これらは日米安

あん

保
ぽ
や日本の将来にも大きく影響する問題である。

⹅ 4年越し派
は

遣
けん

村　世界金融危機によって派
遣社員など多くの非正規労働者が失業する
なか，2008年から翌年にかけての年末年
始，東京の日

ひ
比
び
谷
や
公園に「年越し派遣村」

が開設され，食事や寝泊まりする場所の提
供，生活・職業相談などが行われた。

⹅ 5イギリスのEU離
り

脱
だつ
　イギリスは2016

年の国民投票後，紆
う
余
よ
曲
きょく
折
せつ
を経て，2020

年１月31日，EUから離脱した。写真は，
それを悲しむロンドンの人々。

❶2022年2月に始まったロシアによるウ
クライナへの軍事侵攻に対し，民主主義諸
国は「力による現状変更」に反対する姿勢
を示している。

貧富の差や都市と地方の格差が拡大している。こうした格差は，経
済の規制緩

かん
和
わ
や国有企業の民営化など新自由主義的な政策によって

強められている面もある。日本でも1991年のバブル経済の崩壊後，
長期にわたる平成不況のもとで，そうした政策がとられてきた。

Ⱚこれからの世界
　グローバル化の負の側面ゆえに，それに反対する動きもあらわれ
ている。それが最も目立つのは，地域統合が最も進んだEUである。
とりわけ西欧諸国では，東欧から大量の労働者が流入したことに加
え，中東やアフリカからの難民も増加したことから，福祉の削減を
懸念する労働者などが排外主義に傾き，EUに対する批判が高まっ
た。国家の主権を重視する主張が強まり，イギリスは2016年の国
民投票でEUからの離

り
脱
だつ
を決めた。アメリカ合衆国でも2017年，

保護主義を唱えるトランプが大統領に就任した。
　このようなグローバル化に対する不満は，既

き
存
そん
のエリートを批判

するポピュリズムの高まりをもたらしている。普通の人々の代弁者
と称するリーダーへの支持が広がり，欧米諸国でも民主主義のゆら
ぎがみられる。さらに，中国やロシアといった新興国では，独裁的
な体制のもとで経済発展が進められている。世界的にみて，民主化
は再び停

てい
滞
たい
局面に入っている。

　2015年の国連サミットでは，誰一人取り残さない持続可能で多
様性と包

ほう
摂
せつ
性のある社会を実現するために，「持続可能な開発目標

（S
エス
D
ディー
G
ジー
s
ズ
）」が採択され，貧困の解消やジェンダー平等など17の目標

が示された。グローバル化の負の側面を解消し，持続可能な社会を
構築していくことが，ますます大切になっている。

在職2017-21

❶
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グローバル化と民主主義の岐
き
路
ろ
について学ぶことは，私たちにとってどのような意味があるだろうか。TRY
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2020

2000

2010
●	2011	：	東日本大震災
	 	 ：	LINEサービス開始
	 	 ：	携帯電話普及率90％をこえる
●	2012	：	東京スカイツリー開業
●	2013	：	訪日外国人数1,000万人突破
●	2015	：	流行語大賞　	爆

ばく
買
が
い	

●	2016	：	18歳選挙権施行
●	2017	：	流行語大賞　	インスタ映

ば
え	

●	2019	：	ラグビー・ワールドカップ日本
大会

●	1990	：	大学入試センター試験開始
	 	 ：	出国日本人数	1,000万人突

とっ
破
ぱ

●	1993	：	Jリーグ開幕
	 	 ：	日本でのインターネットの商用

利用開始
●	1995	：	阪神・淡

あわ
路
じ
大震

しん
災
さい

	 	 ：	「Windows95」発売
●	1998	：	長野冬季オリンピック・パラリ

ンピック
●このころ，携帯電話の普及が進む

●	2000	：	流行語大賞　		IT革命	
	 	 ：	携帯電話普及率50％をこえる
●	2002	：	サッカー・ワールドカップ日韓

大会
	 	 ：	インターネット普及率50％をこ

える
●	2004	：	NHK総合で『冬のソナタ』放送，

韓
かん
流ブーム

	 	 ：	Facebook設立
●	2006	：	Twitter設立
●	2007	：	郵

ゆう
政
せい
民営化

●	2008	：	iPhone日本発売

ハン

1990

■7「Windows95」の発売
（1995年，東京都千

ち
代
よ
田
だ
区）

■8被災地で活動する海外からの救助隊　阪神・
淡
あわ
路
じ
大震

しん
災
さい
では，海外からの救助隊や多くのボ

ランティアが駆
か
けつけ，支援活動を行った。

■9海外で売られる日
本のマンガ（2009
年，ドイツ）　日本の
マンガやアニメは海
外でも広く人気を得
ており，アニメやマ
ンガをきっかけに日
本文化に関心を持つ
ようになる人も多い。

■⓾茶の湯を体験する外国人観光客（2018年，
滋賀県）　近年は，日本文化にふれようとす
る外国人観光客も増えている。2018年には
訪日外国人が3,000万人を突

とっ
破
ぱ
した。

■⓫SNSへの投稿　誰でも簡単に
情報を発信できるようになった
が，その一方で発信者としての
責任についても問われている。

■⓬車椅
い
子
す
バスケット

ボールの体験イベン
ト（2018年，千葉
県千葉市）　イベン
トを通してさまざま
なスポーツに親しむ
とともに，いろいろ
な交流の場として機
能している。
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