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"Conflicts and Peace Building in the Philippines"

Date

日時

Venue

場所

December 13, 2010 (Mon)
2010 年 12 月 13 日（月）

Small Conference Room
IDEC 1st Floor: Hiroshima University

司会 : 吉田　修　（広島大学大学院国際協力研究科教授）　使用言語 : 日本語 ・ 英語
Moderator:　Prof.Osamu YOSHIDA （IDEC）　Language:　English/Japanese

広島大学大学院国際協力研究科１階小会議室
16：30 ～ 19：30

フィリピンにおける紛争と平和構築

Time Schedule:
16:30-16:40 Greeting from Prof. Yoshida Osamu.
16:40-17:40 Presentation1: Nathan Quimpo       
17:40-17:50 Break
17:50-18:50 Presentation2: 鈴木伸隆
18:50-19:30 Discussion

(Associate Professor, Graduate School of 
Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba)

( 筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授 ) 
“ ムスリム ・ フィリピーノの国民統合とマイノリティー化”

Over the past decade, on-and-off peace negotiations between 
the Arroyo government and the communist-led National 
Democratic Front (NDF) failed to bring about a peaceful 
resolution of the 42-year old communist insurgency in the 
Philippines. With the inauguration of the new Aquino 
government, prospects for peace have improved. Peace 
advocates, however, now face great challenges: re-energizing 
the peace movement, prodding the government to take a 
much more pro-active and savvy stance in the political 
contestation for peace, and helping build up support for those 
in the communist movement who are more open to a political 
settlement. 

本発表は、 かつて 「モロ」 と呼ばれたムスリム ・ フィリピーノの国民統合を取り上げ、 どのようにムスリムが

マイノリティー化していったかを考察する。 具体的には、 ２０世紀初頭の米国植民地期からその後の独立期

にかけて、 キリスト教徒フィリピーノ ・ エリート主導によるフィリピン政治支配が確立されると共に、 一部のム

スリム首長を除く大多数のムスリムが周縁化されていく重層性を、 近代国民国家への包摂と排除という視点

から読み解きたい。

Presentation 1

Presentation 2

Nathan Quimpo

鈴木伸隆 

「２０世紀初頭より一大ムスリム王朝を築きあげ、親米派として
知られたミンダナオ島コタバト地域出身のダトゥ・ピアン」

「米国植民地期に、ムスリムの国民統合を目指して実施されたコタバトに
開設されたキリスト教徒・ムスリム混住型実験農業コロニーの風景」

“The Political Contestation for Peace: 
The Government-NDF Peace Negotiations 

in the Philippines”

東南アジア学会中四国支部共催


