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 https://zoom.us/webinar/register/WN_b961pnRIRUSkgOX3pUFzbg

　       　＊QR コードからもお申込みいただけます  ➡

・会場での参加：不要  （ 直接ご来場ください・会場定員100 名）
・オンライン参加：要  （ 下記 URL よりお申込みください）申込み

第 1回 7/11 中国残留孤児の継続する「戦後」
山崎　哲   ( 慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師 )

第 2回 7/21 「戦後日本」という枠組みを問う :
　　　　 （金）      米国統治期「琉球列島」の入管制度から  

　　　　　　　 土井 智義   ( 明治学院大学国際平和研究所助手 )

　　　　　　 〈司会者〉浪岡  新太郎  ( 明治学院大学国際学部付属研究所所長 )

（火）

多文化主義が一般化し、その法制度化が進んでいます。多文化主義とは，人々の生活の
あり方の多様性が増すことを望ましいとする立場です。しかし、多様性が増すことをデ
モクラシーにとってやっかいなことだと考える人々は、少なくありません。デモクラ
シーとは，人々が、共同生活のあり方をめぐって、その多様性を理解した上で議論する
仕組みを意味します。したがって、多様性が増すことによって、人々は、理解し、議論
する際の手間をより多く要求されることになります。ポピュリズムやヘイトスピーチの
拡大を、こうした手間に耐えられない人々の行為として考えることができます。本年度
のセミナーでは、私たちにとって手間のかからない理解や議論が、どのような多様性を、
どのように排除してきたのか、を考えたいと思います。排除された多様性の大切さに気
づくことで、手間をかけた理解や議論の価値を再発見したい。こうした趣旨から、セミ
ナーでは、「隠された記憶を掘り起こす」ことを課題とします。
全部で 8回を予定していますが、春学期には、私たちの現在の議論の基盤となる「戦後」
に注目し、2名の講師をお招きしてセミナーを開催いたします。

●オンライン：Zoom Webinar
●会場：明治学院大学横浜キャンパス9号館1階911教室
会場参加かオンライン参加が選べるハイブリッド開催開催

方法

17時 00分 ～ 18 時 30分 (開場：16時45分）
7月11日（火）・７月 21日（金）日時

デモクラシー
と

明治学院大学2023春学期公開セミナー



＊申し込みは、公開セミナー最終日まで可能です。
＊ご記入いただいた個人情報は本セミナーの実施目的以外には使用いたしません。

②公開セミナー当日、パソコンやタブレット、スマートフォン等で「登録完了メール」に
　書いてある「参加 URL」をクリックしてご参加ください。

①チラシ表面に書いてある URL または QR コードよりお申し込みいただきますと、登録さ
　れたメールアドレスに「登録完了メール」が届きます。

＝オンラインでのご参加方法＝

1971年生まれ。中央大学法学部卒業。フランス国立エクサンプロヴァンス政治学院博士課程満期退学。博士（政治学：
立教大学）。現在、明治学院大学国際学部教授、国際学部付属研究所 所長。専門は、政治社会学、平和研究。著書に『排
外主義を問いなおす―フランスにおける排除・差別・参加―』（共編著，勁草書房、2015 年）、飯田文雄編『多文化
主義の政治学』 ＜サピエンティア 59＞( 共著、法政大学出版局、2020 年）、庄司克宏他 編『トランスナショナル・ガ
バナンス』( 共著、岩波書店、2021 年）など。

明治学院大学国際学部教授浪岡 新太郎（なみおか・しんたろう）

1978 年生まれ。琉球大学法文学部卒業。大阪大学文学研究科博士後期課程満期退学。博士（文学：大阪大学）。沖縄
大学等非常勤講師、日本学術振興会特別研究員 PD（東京大学）、琉球大学島嶼地域科学研究所 PD 研究員を経て、現在、
明治学院大学国際平和研究所助手。専門は、沖縄近現代史、歴史社会学。著書・論文に『米国の沖縄統治と「外国人」管理：
強制送還の系譜』（法政大学出版局、2022 年）、「〈別の戦後日本〉としての琉球列島―非琉球人管理制度の成立過程
を通して考える―」『歴史学研究会』（第1015 号、2021 年）10-19 頁、「米国にとって沖縄とは何か : 琉球列島の地位
に関する連邦裁判所判決をめぐって」『年報・日本現代史』（第 27 号、2022 年）173－209 頁など。

明治学院大学国際平和研究所助手土井   智義（どい・ともよし）

1985 年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程在籍。現在、慶應義塾大学
総合政策学部非常勤講師、東京交通短期大学非常勤講師。専門は、社会学、中国帰国者研究、生活史。論文に、「中
国帰国者アイデンティティは世代を越えるか―三世の語りを中心として―」蘭信三他編『帝国のはざまを生きる : 交
錯する国境、人の移動、アイデンティティ』（みずき書林、2022 年）、「“ 日本語教育の外側 ” を生きる―モデル・ストーリー
を持たない中国帰国者三世の私たちが互いに語り得ること、あるいは語りの共同構築可能性について―」『語りの地平 
VOL.7』（2022 年）など。

慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師山崎　哲（やまざき・さとる）

＝Profile＝

9号館1F

https://www.meijigakuin.ac.jp/access/yokohama.pdf?20140702

最寄り駅：戸塚駅
  （JR 東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン）
  （横浜市営地下鉄ブルーライン）

  戸塚駅東口バスターミナル 8 番乗り場より
  江ノ電バス「明治学院大学南門」行きに乗り、         
終点「明治学院大学南門」下車　（乗車 約12 分）
 ＊必ず「正門」ではなく「南門」で下車してください。

キャンパス案内

明治学院大学横浜キャンパス
 9 号館 1 階 911 教室
〒244-8539 横浜市戸塚区上倉田町 1518

＝会場のご案内＝


