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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 

本 論 文 は 、 欧 州 連 合 （ Ｅ Ｕ ） の 形 成 過 程 を 再 解 釈 す る こ と に よ っ て 、 ヨ ー ロ

ッ パ 構 築 を 国 民 国 家 が 抱 え る 弊 害 を 緩 和 な い し 解 消 す る モ デ ル と 見 な し て き た

伝 統 的 理 解 の 再 検 討 を 試 み る も の で あ る 。  
序 章 は 、 本 論 文 の 目 的 と 各 章 の 構 成 を 説 明 す る と と も に 、 本 論 文 の 依 拠 す る

理 論 的 方 法 を 明 ら か に す る 。 国 民 国 家 の 境 界 を 弛 緩 さ せ つ つ あ る ヨ ー ロ ッ パ 構

築 に 付 随 す る 諸 問 題 を 扱 う 上 で は 、 国 民 国 家 を 与 件 と し て そ の 相 互 作 用 に 注 目

す る 、 厳 密 な 意 味 で の 国 際 関 係 論 的 な 視 点 で は 不 十 分 で あ り 、 空 間 の 組 織 化 形

態 を 考 察 の 対 象 と し て き た 英 国 学 派 の 問 題 関 心 を 、 ポ ス ト 構 造 主 義 的 な 観 点 か

ら 発 展 さ せ る 方 法 を 採 用 す る こ と の 意 義 が 主 張 さ れ る 。  
第 １ 章 は 、 ド イ ツ の 哲 学 者 Ｊ ・ ハ ー バ ー マ ス や イ ギ リ ス の 国 際 政 治 学 者 Ａ ・

リ ン ク レ イ タ ー に 代 表 さ れ る ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ リ ス ト の ヨ ー ロ ッ パ 論 を 参 照 点

に し て 、ヨ ー ロ ッ パ の 構 築 を め ぐ る 既 存 の 理 論 的 言 説 の 問 題 点 を 明 ら か に す る 。

第 １ 節 は 、 ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ リ ス ト が 、 国 民 国 家 と の 対 比 に お い て い か に 統 合

ヨ ー ロ ッ パ を 包 摂 的 な 共 同 体 と し て 位 置 づ け て い る か を 紹 介 し 、 第 ２ 節 は 、 ポ

ス ト ・ ナ シ ョ ナ リ ス ト が Ｅ Ｕ の 包 摂 性 や 開 放 性 を 主 張 す る 上 で 、 ヨ ー ロ ッ パ 構

築 の 「 内 発 性 」 と 、 ヨ ー ロ ッ パ の 価 値 の 「 普 遍 性 」 と い う 二 つ の 理 論 的 前 提 が

重 要 な 前 提 を な し て い る こ と を 指 摘 す る 。 第 ３ 節 は 、 ポ ス ト 構 造 主 義 の 言 説 理

論 に 依 拠 し つ つ 、 よ り 「 関 係 的 」 な 視 点 か ら ヨ ー ロ ッ パ の 構 築 に お け る 内 部 ／

外 部 の 論 理 を 分 析 し て い く 必 要 性 を 示 す 。  
第 ２ 章 は 、 ヨ ー ロ ッ パ の 構 築 及 び そ の 中 心 的 な 契 機 と し て の 仏 独 和 解 の 必 要

性 が 認 知 さ れ 、 正 当 化 さ れ る に あ た っ て は 、 他 者 と し て の 「 ア メ リ カ 」 が 役 割

を 果 た し た 点 に 注 目 し 、 ヨ ー ロ ッ パ 構 築 の 「 内 発 性 」 論 を 批 判 的 に 検 証 す る 。

第 １ 節 で 、政 治 指 導 者 の 言 説 や Ｅ Ｕ 関 連 の 文 書 に お い て 、ヨ ー ロ ッ パ 構 築 の「 内

発 性 」 が い か に 強 調 さ れ て い る か を 確 認 し た 上 で 、 第 ２ 節 は 、 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国

の 間 で 「 ヨ ー ロ ッ パ 」 構 築 の 必 要 性 が 認 識 さ れ て い く 上 で 、 ア メ リ カ の 台 頭 に

よ っ て ヨ ー ロ ッ パ の 衰 退 が 際 立 ち 、 ヨ ー ロ ッ パ 中 心 の 世 界 像 の 崩 壊 を 経 験 し た

こ と が 決 定 的 に 重 要 で あ っ た こ と を 、 1 9 世 紀 末 か ら 2 0 世 紀 初 頭 、 戦 間 期 、 第

二 次 大 戦 直 後 と い う 三 つ の 時 期 に 分 け て 論 じ る 。 第 ３ 節 は 、 冷 戦 後 の ヨ ー ロ ッ

パ 論 に お い て も ア メ リ カ が 特 権 的 な 参 照 点 の 位 置 を 占 め 、 ア メ リ カ と の 質 的 差

異 を 強 調 す る こ の 時 期 の 議 論 に お い て 、 共 時 的 な 関 係 性 を 軽 視 す る 内 発 的 統 合

史 観 が 逆 説 的 な が ら 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と 、 他 方 で 、 ヨ ー ロ ッ パ と ア

メ リ カ の 質 的 差 異 が 強 調 さ れ る よ う に な っ た 背 景 に は 、 Ｅ Ｕ が 抱 え る 正 統 性 の

問 題 が 大 き く 関 係 し て い る こ と を 指 摘 す る 。  
第 ３ 章 は 、 1 9 8 0 年 代 半 ば 頃 か ら 形 成 さ れ る ヨ ー ロ ッ パ ・ レ ベ ル の 移 民 ・ 難 民

政 策 に お け る 協 力 体 制 が 、 1 9 9 0 年 代 半 ば 前 後 か ら 「 市 民 の ヨ ー ロ ッ パ 」 と い う

別 個 の 問 題 群 と 節 合 さ れ 、 ヨ ー ロ ッ パ と い う 政 治 共 同 体 の 同 一 性 を 空 間 的 に 規

定 す る 中 心 的 な 契 機 と し て 位 置 づ け ら れ て い く 過 程 を 考 察 し 、「 普 遍 性 」に 関 す

る ポ ス ト ・ ナ シ ョ ナ リ ス ト の 議 論 の 限 界 を 明 ら か に す る 。 第 １ 節 は 、 コ ペ ン  
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ハ ー ゲ ン 学 派 の 安 全 保 障 論 の キ ー ・ コ ン セ プ ト で あ る 「 安 全 保 障 化 」 概 念 を 踏

ま え つ つ 、 各 国 レ ベ ル の 移 民 ・ 難 民 問 題 の 政 治 化 の 例 と し て フ ラ ン ス の 状 況 を

概 観 す る 。 第 ２ 節 は 、 1 9 8 0 年 代 半 ば か ら 進 展 す る 移 民 ・ 難 民 政 策 の ヨ ー ロ ッ パ

化 に つ い て 、 市 場 統 合 の 論 理 に 基 づ い た 非 政 治 的 で 技 術 的 な ス ピ ル ・ オ ー バ ー

（ 波 及 効 果 ） の 過 程 と し て こ れ を 理 解 す る 新 機 能 主 義 的 の 限 界 を 示 し 、 各 国 レ

ベ ル の 政 治 状 況 を 反 映 す る 「 安 全 保 障 化 」 の 論 理 が 、 ヨ ー ロ ッ パ 化 の 力 学 及 び

ヨ ー ロ ッ パ 化 の 帰 結 を 理 解 す る 上 で 効 果 的 で あ る こ と を 論 証 し 、 移 民 ・ 難 民 問

題 の 「 安 全 保 障 化 」 の 傾 向 が 、 ヨ ー ロ ッ パ の レ ベ ル で 新 た な 内 部 ／ 外 部 の 論 理

を 生 み 出 し て い る 点 を 、 庇 護 政 策 や ポ ー ラ ン ド ・ ウ ク ラ イ ナ 間 の 人 の 移 動 の 管

理 を 例 に 指 摘 す る 。 第 ３ 節 は 、 ヨ ー ロ ッ パ 統 合 や Ｅ Ｕ に 対 す る 市 民 の 関 心 や 支

持 の 欠 如 が 深 刻 化 す る 中 で 、 ヨ ー ロ ッ パ ・ レ ベ ル に お け る 移 民 ・ 難 民 政 策 の 協

力 体 制 が 、 マ ー ス ト リ ヒ ト 条 約 か ら ア ム ス テ ル ダ ム 条 約 へ と い た る 条 約 改 正 の

過 程 で 、 市 民 の 日 常 生 活 に 直 接 恩 恵 を も た ら す も の と し て 前 景 化 さ れ て い っ た

こ と を 明 ら か に し 、 経 済 偏 重 で エ リ ー ト 主 義 的 な ヨ ー ロ ッ パ か ら の 脱 却 を 図 る

「 市 民 の ヨ ー ロ ッ パ 」と い う 構 想 に お い て 、危 険 な「 外 部 」か ら 安 全 な「 内 部 」

を 象 徴 的 に 囲 い 込 む 空 間 像 が 、 複 雑 か つ 慎 重 な 仕 方 で 再 生 産 さ れ て い る こ と を

明 ら か に す る 。  
終 章 は 、各 章 の 議 論 を 要 約 し た 上 で 、Ｅ Ｕ が 今 日 抱 え る 困 難 に 言 及 す る 。1 9 7 0

年 代 半 ば 以 降 、 グ ロ ー バ ル 化 や 失 業 、 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 喪 失 な ど に 対

す る 不 安 が 蔓 延 し 、 そ れ ら の 不 安 が 「 ア メ リ カ 」 や 「 移 民 」 と い う 記 号 に 結 び

付 け ら れ て い く 中 で 、 ヨ ー ロ ッ パ の 構 築 が 「 開 か れ た 共 同 体 」 と い う 理 念 に 導

か れ る だ け で な く 、 外 部 に 対 す る 境 界 性 や グ ロ ー バ ル 秩 序 に 対 す る 独 自 性 の 主

張 を 内 包 す る 、 よ り 困 難 な 現 実 に 直 面 し て い る こ と を 指 摘 し て 本 論 文 は 閉 じ ら

れ る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、欧 州 連 合（ E U）の 形 成 を 裏 打 ち し て き た ヨ ー ロ ッ パ 統 合 の 言 説 を 批

判 的 に 検 証 し 、 国 民 国 家 を 代 替 す る 新 た な 政 治 体 と し て 構 築 さ れ つ つ あ る E U が

そ れ 自 体 は ら ん で い る 問 題 性 を 理 論 的 に 分 析 す る も の で あ る 。  
 二 つ の 世 界 大 戦 で の 惨 禍 を 経 て 第 二 次 世 界 大 戦 後 に 進 行 し た ヨ ー ロ ッ パ 統 合

は 、潜 在 的 な 対 立 関 係 を 基 調 と す る 国 民 国 家 間 の 関 係 を 超 克 し 、ヨ ー ロ ッ パ が 生

み 出 し て き た 普 遍 的 、開 放 的 価 値 を 体 現 す る 新 た な 政 治 空 間 を 構 想 す る 運 動 と し

て 称 揚 さ れ る 傾 向 が 強 か っ た 。 し か し ヨ ー ロ ッ パ 統 合 が E U の 形 成 と い う 形 で 実

際 の 姿 を 強 め る に 従 っ て 、外 部 と の 対 抗 意 識 な い し 他 者 へ の 排 他 性 と い っ た 現 実

的 側 面 が 強 ま っ て き て い る こ と を 本 論 文 は 鮮 や か に 描 き 出 し て い る 。  
 本 論 文 の 特 徴 と し て 、ま ず 、い わ ゆ る 英 国 学 派 の 立 場 に 基 本 的 に 立 ち つ つ 、ポ

ス ト 構 造 主 義 の 分 析 手 法 を 用 い る こ と で 、理 念 的 色 彩 に 彩 ら れ た ヨ ー ロ ッ パ 統 合

推 進 論 に 対 し て 批 判 的 分 析 を 加 え る こ と に 成 功 し て い る 点 が あ る 。ヨ ー ロ ッ パ 統

合 に 関 す る 研 究 の 多 く は 、法 的 、制 度 的 説 明 に と ど ま る か 、ヨ ー ロ ッ パ 統 合 に 関

す る 理 念 を 無 批 判 的 に 肯 定 す る 立 場 に 立 つ 。こ れ ら に 対 し て 本 論 文 は 、ヨ ー ロ ッ

パ 統 合 の 理 念 性 及 び そ こ か ら 生 み 出 さ れ て き た E U が 国 民 国 家 と は 異 な る 性 質 を

持 つ こ と は 認 め な が ら も 、そ こ に 他 者 へ の 対 抗 意 識 や 排 除 意 識 が 存 在 し て い る こ

と を 指 摘 し 、ヨ ー ロ ッ パ 統 合 に つ い て 新 た な 見 解 を 示 し て い る 。こ の 点 は 特 に 日

本 で の EU 研 究 に と っ て は 新 た な 視 角 と な る も の で あ る 。  
 第 二 に 、 本 論 文 は E U 構 築 過 程 に つ い て 丁 寧 な 実 証 的 分 析 を 行 っ て い る 。 こ の

点 は と り わ け「 移 民 」問 題 を 扱 っ た 第 三 章 に よ く 表 れ て い る 。19 7 0 年 代 以 降 、域

外 か ら の 移 民 流 入 に ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 が 苦 し む よ う に な る に つ れ 、政 治 的 に は 移 民

排 斥 論 な ど も 登 場 し た が 、普 遍 性 を 掲 げ る ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 は 国 レ ベ ル で の 移 民 制

限 に 踏 み 込 む こ と に 抵 抗 も 存 在 し た 。 こ う し た 状 況 下 で E U レ ベ ル で の 行 政 の 柱

の 一 つ と し て 内 務 協 力 の 合 意 が な さ れ 、 一 定 の 移 民 制 限 が 採 用 さ れ た の で あ る 。

こ の 例 は 、 E U 統 合 が 単 に 国 民 国 家 の 機 能 を 弱 め る 訳 で は な く 、 む し ろ 伝 統 的 な

国 民 国 家 機 能 の 一 部 を 引 き 受 け 、別 の 装 い で そ の 機 能 を 果 た し て い る と い う 側 面

を 指 摘 す る も の で あ る 。  
 他 方 、本 論 文 が 次 の よ う な 課 題 を 抱 え て い る こ と も 指 摘 で き る 。第 一 に 、本 論

文 が 主 張 す る ポ ス ト 構 造 主 義 の 立 場 が 首 尾 一 貫 し て い る か 否 か 、疑 問 な し と し な

い 点 で あ る 。理 論 的 枠 組 み に お い て は 急 進 的 な ポ ス ト 構 造 主 義 の 議 論 を 紹 介 し て

い る が 、実 証 部 分 で は よ り 穏 健 な 現 実 的 視 点 か ら 議 論 が 展 開 さ れ て い る よ う に 見

え る 。 第 二 に 、 と り わ け 第 二 章 の 「 ア メ リ カ 」 に つ い て の 分 析 は や や 概 括 的 で 、

な ぜ 他 者 と し て ア メ リ カ と の 関 係 が 殊 更 に 重 要 な の か に つ い て は 十 分 に 説 得 的

な 理 由 付 け が な さ れ て い な い 。  
 こ う し た 問 題 点 は あ る も の の 、 本 論 文 が 日 本 の 国 際 政 治 学 、 EU 研 究 に と っ て

衝 撃 力 の あ る 、 独 創 的 か つ 重 要 な 研 究 で あ る こ と は 間 違 い な い 。  
以 上 の 理 由 か ら 、本 論 文 は 博 士（ 法 学 ）の 学 位 を 授 与 す る の に ふ さ わ し い も の

と 認 め ら れ る 。  
な お 平 成 ２ １ 年 ２ 月 ９ 日 に 調 査 委 員 ３ 名 が 論 文 内 容 と そ れ に 関 連 し た 試 問 を

行 っ た 結 果 、 合 格 と 認 め た 。  

 


