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し、ク ォ
ー

タ制 に もとつ く女性労働 者の 雇用、

女性幹部の 登用 、そ の ため の環境整備 をはか ら

ざる をえな くなっ た 。 それ は 、テ ト攻勢後の 戦

争退潮期 に展開 された 「よ い 人 よい 事運動」や 、

農業の 女性 化 、 抗米救国青年先鋒隊の 女性化 と

並 ん で 、「戦争の 女性化」 と も呼べ る状況 を作 り

出 し て 戦争期の 社会を支えた
。 また ベ トナム 戦

争 中に確立 され て い く 「ベ トナ ム 民族四 千年の

歴 史 ・雄王 史観」 に 対 し、母権制か ら始 まる 女

性の 歴史が語 られ始め 、1975年に は 「ベ トナ ム

女性史」が確立 した。

　こ れ らベ トナム の フ ェ ミニ ズ ム の 動 きは 、戦

争に大 きな影響 を及ぼ した もの の 、大局 を左右

する政治勢力 となる まで に は い た らず、戦時に

一
定の 完 成 をみ て 固定化 さ れ た こ と に よ り、

1975年以降の 全土社会主義体制下で はか え っ て

女性運動の 衰退 を招 くが 、 ドイ モ イ後展 開する

こ とに なる新 しい フ ェ ミニ ズ ム を担 う母体 は残

されたとい えよ う。

シンポ ジウム 1 「ア メ リカ ー
東南ア ジア 関係

研究へ の ア プロ ーチ
ー

冷戦期を中心 として一」

趣 旨説明

　　　　　　　　　　　 中野 聡 （
一

橋大学）

　 あ らため て言 うまで もな く、第 2次世界大戦

後 、イギ リ ス 帝国の 後退 とア ジ ア冷戦 を政 治 ・

軍事的 な契機 と して 、東南ア ジ ア諸国に と っ て

ア メ リカ合衆 国 との 関係 は 、対決 ・同盟 ・中立

い ずれ を選択する に せ よ 、そ れぞ れ の 国家建設

の 行方 に重大な影響を与える 要素で あ っ た 。 さ

ら に ヴ ェ トナ ム 戦争 ・戦争後 の い わ ゆ る 開発の

時代 を通 じて 、東南 ア ジ ア諸 国の 多くは 国際分

業構造 を通 じて ア メ リ カ 市場 と経済的 に 不可分

に 結び つ き、 さ ら に ア メ リ カ へ の 移民送出や ア

メ リ カ と の ビ ジ ネ ス ・ネ ッ トワ ーク の 形成が経

済的 に 重要 な意味 を もつ よ うにな っ た 。 さらに

1990 年代の ア セ ア ン の 経済的躍 進、1997年 アジ

ア 経済危機 とそこ か らの 回復過程、中 国経 済の

爆 発的拡大、そ して 対テ ロ 戦争 とめ まぐる しく

展 開す る政 治 ・経済状況 の な か で 、東南 ア ジ ア

諸国に とっ て ア メ リカ との距 離の と り方は 、常

に 重大な選択要素 で あ り続けて い る。

　 こ の ように両 者の 関係が相 互 に無視で きな い

重 要性 を帯びて い るに もか か わ らず、少な くと

も日本 にお い て 、ア メ リカ研究者 と東南ア ジ ア

研 究者の 学問的対話は 、国際関係論 な ど
一

部の

領域 を除 くとあま り活発 とは い えな い 。例 年 ア

メ リ カ学 会 と東南 ア ジ ア 史学会が 同 日 に 開催さ
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れが ちなこ とは、互 い に 重複す る領域 がほ とん

どない とい う日本 人研究者の 「常識」 の 反映で

もあ るだ ろ う。 しか し、第 2 次世界大戦後の 東

南 ア ジ ア に対する 知の 構築 をア メ リカ が 主導 し

たこ と、日本の 少なか ら ぬ 東南 ア ジ ア研究者が

ア メ リカ で 学ん で きた こ とを考える とき、ア メ

リ カ ・東南 ア ジ ア 関係 へ の ア プ ロ ーチ は、東南

ア ジ ア研究者が何 らか の かた ちで 多かれ少なか

れ 考えて お か なけれ ば い けな い 問題 で あ ろ う。

　こ の よ うに狭義の 国際関係 を超えた問題意識

を前提 と しつ つ 、ア メ リカ ・東南 ア ジ ア 関係生

成の 契機が第二 次世界大戦後の 冷戦構造 にあ っ

たこ とをふ まえて、こ の シ ンポジ ウ ム で は 、フ

ィ リ ピ ン とア メ リ カ の 軍事関係を 「日本要因」

との 関連 に も注 目して 検討 して い る伊藤裕子会

員、1950年代後半か ら 1960年代は じめ に かけて

の 対ラ オ ス 政 策を中心 に ア メ リ カ の 対東南ア ジ

ア 政策 に関す る外交文書 を検討 して い る寺地功

次氏 （共立 女子大学）、戦争の 記憶や和解の 問題

も含め て ア メ リ カ の ヴ ェ トナ ム 戦争史を検討 し

て い る藤本博氏 （南 山大学）の 三氏を招 き、各

氏が ア メ リ カ研究に ベ ー
ス をお きなが ら対象 と

して の 東南 ア ジ ア に ど の よ うに ア プ ロ
ー

チ して

きたか を含め て 、各 自の 問題関心 を中心に 報告

して い た だ く。 さ らに東南ア ジ ア 側 に ベ ー
ス を

お い て ヴ ェ トナ ム の 戦 時対ア メ リカ外交に関す

る研究を展開す る遠藤聡会員に デ ィ ス カ ッ サ ン

トと して参加 して い ただ き、今後の 「ア メ リ

カ ・東南 ア ジア 関係」研究へ の ア プロ
ー

チ の 方

向性に つ い て 討論 の 場 を もちた い
。

米比同盟　 その 形成期 と現在 との 比較を中

心に一

　　　　　　　　　 伊藤裕子 （亜細亜大学）

　 従来の 米比関係史の 研究 は、米比植民地期の

過去 の 記憶 に大 きく影響を受けて きたと い うこ

とが で きる。米比 軍事関 係 の 問題 にお い て も、

フ ィ リピ ン 独立後の 米軍基地存続 と同盟関係は 、

フ ィ リピ ン ・ナ シ ョ ナ リズ ム や ア メ リ カ の ニ ュ

ー
レ フ トの 立場か らは 、植民地 時代か ら引 き続

くア メ リカ の 支配 的影響力や フ ィ リピ ン の 対米

従属 の 象徴として 受け止 め られ る こ とが多か っ

た 。 しか しなが ら 、 ア メ リカ の 対 フ ィ リ ピ ン 政

策決定の 論理 は 二 国間関係の 延長線上 で 考察す

る だ けで は不十 分で あ る 。 と くに 軍事戦略 に 関

して は 、 ア メ リカ の対 ア ジ ア 戦略全般の 中で米

比 関係を相対化す る視点が必 要で あ る。

　米比 同盟 の 法的根拠 とな っ た の は 、フ ィ リ ピ
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