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PRESENTATION ABSTRACTS ｜ パネル・発表要旨 

 

■ Raphaël LANGUILLON｜ラファエル・ランギヨン 

Researcher, FRIJ-MFJ｜フランス国立日本研究所研究者  

Climate Responsibility and Local Planning｜気候変動における地域

の責任と地域計画 

In August 2021, the French legislature enacted a new law that provides the 
country with a legal arsenal to more effectively combat climate change. In 
the spirit of the law, the artificialization of land attributable to urban sprawl 
fuels climate change, raising the question of the responsibility of local 

territories through their planning regimes and planning dynamics. The implementation of the law 
then questions the articulation between climate responsibility, spatial justice and social justice in 
the binding implementation of parsimonious land-use planning regimes. As part of a critical 
attention to the principle of responsibility, this presentation seeks to analyze land-efficient policies 
in France and Japan. 

2021 年 8 月、フランス議会は気候変動対策をより効果的に進めるための新法を制定した。この法

律の理念に則ると、都市拡散による土地の人工化は気候変動を悪化させ、土地計画や開発プロセ

スにおける地域の責任が問題になる。この法律の施行により、限られた土地利用計画の運用にお

いて、気候に対する責任、空間的公正さ、社会的公正さの関係性が問われる。本発表では、責任

の概念を批判的に検討する観点から、フランスと日本における土地の効率的利用政策について分

析する。 

 

 

 

 

PANEL 1 

RESPONSIBILITY IN ACTION: LAW, ECONOMICS, AND SOCIETY FACING 

GLOBAL CHALLENGES｜責任ある行動とは何か：グローバルな視点から 
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■ Kanako TAKAE｜高江可奈子 

Research Associate, Waseda University｜早稲田大学助手 

Beyond Anthropocentrism: Rethinking Ethical Framework for the 
Future｜人間中心主義を超えて――未来のための倫理的枠組みの

再考 

In the wake of economic growth and technological progress, ethical and 
legal considerations have long been dominated by a human-centered 
perspective. However, since the 1960s, the detrimental effects of these 

developments—evident in severe environmental degradation and industrial diseases—have raised 
pressing questions about our predominantly anthropocentric focus, including the unjust sacrifices 
demanded of non-human entities. Against this backdrop, the fields of animal ethics and 
environmental ethics have sought to move beyond anthropocentric norms by exploring non-
anthropocentric frameworks. This presentation will examine how such perspectives not only enrich 
our moral discourse but also offer practical pathways for resolving conflicts related to 
environmental and interspecies concerns. 

経済成長と技術発展が、人間の豊かさの追求を目指す中で、倫理的および法的議論は長らく人間

中心的な視点に基づいて展開されてきた。しかし、1960 年代以降、環境破壊や公害病などの負の

側面が浮き彫りになるにつれ、人間以外の存在を犠牲にすることを容認する人間中心的な価値観

に対する疑問が高まってきた。こうした背景を受け、動物倫理学や環境倫理学の分野では、人間

中心的な規範を超える新たな理論的枠組みの模索が進められている。本発表では、これらの視点

が道徳的議論を豊かにするだけでなく、環境問題や人間以外の生物との共存に向けた課題解決に

おいて、実践的なアプローチを提供し得るかどうかを検討する。 

 

■ Marie ELIPHE｜マリー・エリフ  

Assistant Professor, Paris Pantheon-Assas University｜パリ・パンテオン＝アサス大学助教授 

The Liability of Companies: The Solution to Humanitarian Disaster? 
｜企業の責任：人道的災害の解決策となり得るのか？ 

The liability of companies has raised many issues in France. The large 
number of humanitarian disasters caused by companies has led to them 
increasing their vigilance. In order to preserve their marketing image, they 
spontaneously developed corporate social responsibility policies. This is 

manifested in the draft of a collective agreement relating to human rights. Often concluded at the 
group parent company level, it is supposed to be apply to all subsidiaries. However, these 
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agreements are generally not enforceable when the area in question is outside of French territory. 
In order to make the corporate liability of companies more effective, additional laws are being 
promulgated in France to increase company’s preventive efforts and ensure that any damage caused 
is remediated. Following the Erika scandal, a 1999 oil tanker disaster off the coast of France, a new 
article of the civil code was enacted in 2017, recognizing ecological damage. Any fault that has 
caused such damage obligates those responsible to compensate the government and or relevant 
environmental protection organizations. Furthermore, the consecration of the duty of care in both 
French and European Union law has provided new tool s and a greater impetus for companies to 
act with a sense of responsibility.  

企業の責任に関しては、フランスにおいて多くの課題が提起されている。企業が引き起こした数

多くの人道的災害により、企業は警戒を強めるようになった。市場での企業イメージを維持する

ために、企業は自発的に「企業の社会的責任方針（CSR）」に関する施策を展開している。この

自主的な取り組みは人権保護に関する企業間の集団的合意文書の形で具体化されている。こうし

た合意文書は通常、グループの親会社レベルで締結され、すべての子会社にも適用されるべきも

のである。しかし、現状は、フランス国外に及ぶ場合、拘束力を持たず、適応されないケースが

多い。そこで、企業が社会的責任を確実に果たすよう、フランスでは企業の予防的取り組みを強

化し、発生した場合には、その被害を確実に是正することを義務付ける新たな法律が次々と制定

されている。1999 年にフランス沖で発生した石油タンカー「エリカ号」の事故を契機として、

2017 年には民法に新条項が制定され、生態学的損害という概念が法的に認められた。この新条項

により、そのような環境被害を引き起こした過失がある場合、加害者は関連の政府や環境保護団

体への賠償を強制されるようになった。さらに、フランス法および EU 法において配慮義務が法

制化されたことにより、企業に社会的責任を果たすための新たな手段と動機が与えられた。 

 

 

■ Isabelle GIRAUDOU｜イザベル・ジロドゥ 

Professor, The University of Tokyo｜東京大学教授 

The Reconceptualization of Responsibility as Response-Ability in Times 
Called the Anthropocene: An Ultimate Thought Experiment for 
Lawyers? ｜人新世と呼ばれる時代における責任の再考：法律家への

挑戦的な思考実験なのか？ 

PANEL 2 

FRAMING RESPONSIBILITY: GLOBAL JUSTICE, AND DEMOCRATIC 

CHALLENGES｜責任の枠組み：グローバル正義と民主主義の課題 
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An unprecedented moment, the Anthropocene suggests that human activities have the potential to 
tip the Earth system towards alternative modes of functioning that could prove irreversible and less 
hospitable for humans and other forms of life. Based upon a unique, multipolar spatio-temporal 
configuration, the Anthropocene thought experiment postulates a human subject in the present 
imagining a future subject who reconstructs the present era through what it will have left behind. 
As such, the Anthropocene cannot leave lawyers, whether academics or practitioners, indifferent. 
Specifically, my presentation aims to shed light on the importance of the gradual emergence of 
alternative representations of time and space in law (or new chronotopes) - indeed, of a new 
imaginary rooted in the search for different chronotopographies - for the critical appraisal in Japan 
of the notions of responsibility and environmental protection 

人新世は、人間の活動が地球システムを、人間や他の生命体にとって不可逆的で、より住みにく

い代替的な機能様式へと向かわせる可能性があることを示唆している。人新世の思考実験は、ユ

ニークで多極的な時空間構成に基づき、現在に生きる人間が未来の主体を想像し、その未来の主

体は、現在が未来に残すものによって、現在を捉え直す存在であることを前提としている。その

ため、人新世は、学者であれ実務家であれ、法律家を無関心にしておくことはできない。特に、

本発表では、日本における責任と環境保護の概念の批評的評価にとって、法律における時間と空

間の代替的な表現（つまり、新しいクロノトープス）‐それは、異なるクロノトポグラフィーの探

求に根ざした新しいイマジナリーである‐が重要であることを明らかにする。 

 

■ Maiko ICHIHARA｜市原麻衣子 

Professor, Hitotsubashi University｜一橋大学教授 

Three Different Aspects of Democracy - Values, Institutions, and 
Ideology｜民主主義の 3 つの異なる側面：価値、制度、イデオロギ

ー 

Ichihara examines three different aspects of democracy - values, institutions, 
and ideology - arguing that proponents of the liberal international order, 
whether policymakers or academics, fail to recognize that the democracy 

they promote is an ideology, and is not in fact, the values and institutions that are essential for 
democracies to be democracies. When coupled with the widespread deterioration of democratic 
values and institutions, there is an increasing sense that the discourse on democracy is hypocritical 
and this has weakened confidence in democratic forms of governance, especially in the Global 
South.  

民主主義の 3 つの異なる側面、価値、制度、イデオロギーを検討することで、政策立案者であれ、

学者であれ、自由主義的国際秩序の支持者たちは次の事実を認識していないことを提示する。そ

の事実とは、彼らが推進する民主主義は、実はイデオロギーであり、本来民主主義を民主主義た
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らしめるために不可欠な価値や制度ではないということだ。さらに、この事実は、民主主義の価

値や制度が劣化している現状と相まって、民主主義に関する言説が偽善的であるとの認識を強め、

とりわけグローバル・サウスにおいて、民主主義体制への信頼を弱める結果を招いている。 

 

■ Hirohide TAKIKAWA｜瀧川裕英 

Professor, The University of Tokyo｜東京大学教授 

Responsibility to Whom? Limits and Hopes of Democracy｜ 
誰に対する責任か？ デモクラシーの限界と希望 

Democracy, that is governance of the people (demos, in Ancient Greek), by 
the people, is limited across two key dimensions. The first is spatial, in that 
democracies only grant voting rights to their own citizens and are thus 
unable to adequately consider the needs and interests of those in other 

countries. The second limitation is temporal; as democracies only grant voting rights to those above 
the age of majority, they struggle to adequately consider the interests of future generations. It is 
due to these spatial and temporal limitations that democracies tend to struggle with global issues 
such as inequality, poverty, gender discrimination, and environmental concerns. However, this is 
not meant to imply that authoritarian regimes are better equipped to handle these complex problems, 
rather, that as citizens in democracies we must think about how we can more responsibly respond 
to these key global issues. 

民衆（demos）による統治である民主制は、2 つの次元で限界を持つ。第 1 の限界は空間的次元で

ある。民主制は自国民に対してのみ投票権を与える。そのため、民主制は他国民の利害を十分に

考慮しない。第 2 の限界は時間的次元である。民主制は現在世代の成人に対してのみ投票権を与

える。そのため、次世代や将来世代の利害を十分に考慮しない。こうした 2 つの限界のため、格

差や貧困、ジェンダーや環境といった地球の課題（global issues）に対して民主制では十分な対応

ができない。だが、だからといって、民主制ではなく権威主義体制であれば十分な対応ができる

というわけでもない。では、地球の課題に対して責任ある対応をするために、何ができるか。 
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SPEAKER BIOGRAPHIES ｜ 登壇者略歴 

 

■ Raphaël LANGUILLON｜ラファエル・ランギヨン 

Raphaël LANGUILLON-AUSSEL is a researcher at the French Institute for Research on Japan in 
Tokyo, as well as an associate researcher at the University of Geneva and the University of 
Strasbourg. Alumni of the École Normale Supérieure, and PhD holder in geography and planning, 
he conducts work in critical political economy of planning on the relationships between 
urbanization dynamics, the nature of political regimes and the evolution of capitalist regimes that 
govern accumulation logics. He has been leading for two years a research project on the 
territorialization of parsimonious land use policies in a climate perspective and their social effects 
on the production of affordable housing in France (https://resizan.hypotheses.org/). 

フランス国立日本研究所研究員。ジュネーブ大学とストラスブール大学の准研究員を務める。エ

コール・ノルマル・シュペリウールを卒業。地理学と都市計画の博士号取得。批判的政治経済学

の観点から計画について研究し、都市化のダイナミクス、政治体制の性質、および蓄積の論理で

ある資本主義レジームの変容進化の間の関係性について探求する。現在は、気候変動を考慮した

土地利用の効率化政策の地域的実践と、フランスにおける手頃な価格の住宅供給に対するその社

会的影響に関する研究プロジェクトを 2 年間にわたり主導。（https://resizan.hypotheses.org/）。 

 

■ Kanako TAKAE｜高江可奈子 

Kanako Takae is a research associate at the Institute for Advanced Social Sciences, Waseda 
University, Japan, and a doctoral candidate at the University of Tokyo. Her field of expertise is in 
applied ethics, approached through a background in analytic philosophy. Her research primarily 
focuses on exploring the ethical implications arising from scientific and technological 
advancements, with a particular emphasis on the development of innovative ethical frameworks 
that address ongoing changes in contemporary society. Her doctoral thesis investigates how 
scientific and technological progress shapes the direction of ethical debates—particularly through 
the lens of animal ethics—highlighting emerging ethical challenges that call for a fundamental 
paradigm shift in our society. 

早稲田大学先端社会科学研究所の助手。応用倫理学が専門で、主な研究関心は、科学技術の進展

が倫理的議論にどのような変容や革新をもたらすかを分析すること。博士論文では、動物倫理学

Panelists｜パネリスト 

https://resizan.hypotheses.org/
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を通して、生命操作技術が倫理的議論の方向性に及ぼす影響を検証し、倫理的枠組みの根本的な

変革の必要性を論じた。 

■ Marie ELIPHE｜マリー・エリフ 

Marie Eliphe is an assistant professor at Paris Panthéon-Assas University, where she has been employed since 
September 2023, and is a member of the Social Law Research Institute at the same university. In 2022, she 
received her doctorate in civil law from Paris Panthéon-Assas University, after which she was a JSPS 
Postdoctoral Fellow at the University of Tokyo's Graduate Schools for Law and Politics from October 2022-April 
2023. Her dissertation focuses on judicial acts for others and is scheduled to be published by the editor of Paris-
Pantheon-Assas University in 2026. In March of 2025, she directed a symposium at Paris-Pantheon-Assas 
University about the evolution of employment in comparative French and Japanese Laws. Her primary area of 
expertise is labor law, with additional research interests extending to civil law and insurance law. 

2023 年 9 月より、パリ＝パンテオン＝アサス大学の助教授及び、同大学社会法研究所のメンバ

ー。2022 年に同大学で民法の博士号取得後、東京大学大学院法学政治学研究科に JSPS 特別研

究員として滞在（2022 年 10 月〜2023 年 4 月）。博士論文は、他者のための法律行為について

追求、2026 年に同大学出版局より出版予定。2025 年 3 月に同大学で日本とフランスの雇用法制

の変化に関する比較研究をテーマとするシンポジウムを主催。専門である労働法に加えて、民

法・保険法にも関心をもつ。 

 

■ Isabelle GIRAUDOU｜イザベル・ジロドゥ 

Isabelle Giraudou is a Professor at the University of Tokyo's Graduate School of Arts and Sciences, 
affiliated with the Organization for Programs on Environmental Sciences (OPES). Her current 
research examines how practicing lawyers develop and utilize specific skills and knowledge to 
address the legal challenges posed by increasingly frequent and severe climate change-induced 
events in Japan. Her academic career includes a doctorate in International Law from Paris II 
Panthéon-Assas University and a post-doctorate in Comparative Environmental Law at the 
University of Tokyo's Graduate School for Law and Politics. She has taught at Niigata University 
(2001-2004), Tohoku University (2004-2008), and Nagoya University (2012-2016), and worked 
as a researcher at the French Research Institute on Japan in Tokyo (2008-2012).  

東京大学大学院総合文化研究科教授。環境科学プログラム機構（OPES）に所属。現在の研究は、

気候変動による極端な気象現象の頻度と影響が日本で増加し続けることによって引き起こされ

る様々な法的課題に対応するため、実務弁護士がどのようなスキルと知識を備え、活用するのか

を研究。パリ第二パンテオン＝アサス大学で国際法の博士号を取得。その後、東京大学法学政治

学研究科で比較環境法のポストドクター研究を行う。新潟大学（2001-2004年）、東北大学（2004-
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2008 年）、名古屋大学（2012-2016 年）で教鞭を取り、東京のフランス国立日本研究所（2008-2012
年）に研究員として勤務。 

■ Maiko ICHIHARA｜市原麻衣子 

Maiko Ichihara is a professor at the Graduate School of Law and the School of International and 
Public Policy at Hitotsubashi University, Japan. She also chairs the Steering Committee of the East 
Asia Democracy Forum and serves on the Steering Committees of the World Movement for 
Democracy and the Japan Factcheck Center. Throughout her career, she has conducted research on 
international relations, democracy support, and Japanese foreign policy and influence operations. 
She holds a Ph.D. in political science from George Washington University. Her publications 
include: "How to Tackle Disinformation in Japan: Lessons from the Russia-Ukraine War," in 
Jessica Brandt, et al., Impact of Disinformation on Democracy in Asia (Brookings Institution, 
2022); "Japanese Democracy After Shinzo Abe," Journal of Democracy 32-1 (2021); and Japan's 
International Democracy Assistance as Soft Power: Neoclassical Realist Analysis (New York and 
London: Routledge, 2017). 

一橋大学大学院法学研究科および国際・公共政策大学院教授。East Asia Democracy Forum 運営委

員会委員長。World Movement for Democracy、および日本ファクトチェックセンターの運営委員

を務める。専門は国際政治学、民主化支援、日本外交、影響力工作。米ジョージ・ワシントン大

学大学院政治学研究科博士課程修了（Ph.D.）。最近の著作に、“How to Tackle Disinformation in 
Japan: Lessons from the Russia-Ukraine War," in Jessica Brandt, et al., Impact of Disinformation on 
Democracy in Asia (Brookings Institution, 2022); “Japanese Democracy After Shinzo Abe,” Journal of 
Democracy 32-1 (2021) ; and Japan's International Democracy Assistance as Soft Power: Neoclassical 
Realist Analysis (New York and London: Routledge, 2017) などがある。 

 

■ Hirohide TAKIKAWA｜瀧川裕英 

Hirohide Takikawa is a Professor at the University of Tokyo's Graduate School of Law and Politics. 
His research focuses on legal philosophy, particularly studies on the state, responsibility, and 
democracy. He has previously held positions as a Professor at both Rikkyo and Osaka City 
Universities and served as a visiting scholar at Harvard University (2003-2005) and Oxford 
University (2018-2019). His major publications include "Kokka no Tetsugaku: Seijiteki Gimu kara 
Chikyū Kyōwakoku e" (Philosophy of the State: From Political Obligation to Global Republic) 
(University of Tokyo Press, 2017) and "Sekinin no Imi to Seido: Futan kara Ōtō e" (The Meaning 
and Institution of Responsibility: From Burden to Response) (Keiso Shobo, 2003). His recent 
edited works include "Motto Toikakeru Hōtetsugaku" (Further Questioning Legal Philosophy) 
(Hōritsu Bunka Sha, 2024), "Kujibiki Shimasenka?" (Shall We Draw Lots?: From Democracy to 
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Survival) (Shinzan Sha, 2022), and "The Rule of Law and Democracy" (Franz Steiner Verlag, 
2020). He currently serves as Vice President of the International Association for Philosophy of 
Law and Social Philosophy (IVR). 

東京大学大学院法学政治学研究科教授。専門領域は法哲学。特に、国家論、責任論、民主制論な

どについて理論的研究を行う。これまで立教大学および大阪市立大学で教授を務めたほか、ハー

バード大学（2003-2005 年）およびオックスフォード大学（2018–2019 年）で客員研究員として在

籍した。主な著作には、『国家の哲学――政治的責務から地球共和国へ』（東京大学出版会、2017
年）、『責任の意味と制度――負担から応答へ』（勁草書房、2003 年）などがある。近年の編著

としては、『もっと問いかける法哲学』（法律文化社、2024 年）、『くじ引きしませんか？――

デモクラシーからサバイバルまで』（信山社、2022 年）、 “The Rule of Law and Democracy”（Franz 
Steiner Verlag, 2020）などがある。現在、IVR（法哲学・社会哲学国際学会連合）の副会長を務め

る。 

 

 

■ Gilles CAMPAGNOLO｜ジル・カンパニョーロ  

 Gilles Campagnolo is a senior full research-professor at the French 
National Center for Scientific Research (CNRS-Humanities and Social 
Sciences) & Paris Pantheon-Sorbonne University. He has been a Research 
Director since his time at Aix-Marseille School of Economics for 
CNRS/AMSE, an Associate of the London School of Economics 
(LSE/CPNSS) and an International Associate Member of the Regional 
Economic and Business Network with a special appointment as a professor 

at Hokkaido University. He serves as Co-chief Editor of the Revue de Philosophie 
Economique/Review of Economic Philosophy and Director of "E-conomiques", a series at Paris 
science-publishing company Éditions Matériologiques. He coordinated the International Research 
Network (IRN) "Justice & Interest" and now coordinates the IRN “Responsibility, Choice and 
Coordination”, which gathers research units from Japan, Quebec, France, Finland, the Netherlands 
and Switzerland. His research focuses on economic philosophy and the history of economic thought, 
with particular emphasis on institutional economics and comparative studies.  

フランス国立科学研究センター（CNRS 人文社会科学）、およびソルボンヌ大学の常勤のシニア

研究教授。CNRS/AMSE（エクス・マルセイユ経済科学）の研究ディレクター、ロンドン・スク

ール・オブ・エコノミクス（LSE/CPNSS）の準会員。かつて北海道大学地域経済経営ネットワー

ク（REBN）の特任教授を務めた。また、「経済哲学レビュー」（Revue de Philosophie Economique）
の共同ディレクター、およびエディション・マテリアロジック社の「E-conomiques」編集ディレ

クターでもある。国際研究ネットワーク（IRN）「正義と利益」のコーディネーター。IRN では、

Panel Chairs ｜ モデレーター 
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現在、「責任と選択、調整」をテーマに、日本、ケベック、フランス、フィンランド、オランダ、

スイスの研究ユニットを主導する。主な研究分野は経済哲学と経済思想史。特に制度経済学と比

較研究への関心が高い。 

■ Adrienne SALA｜アドリエンヌ・サラ 

Adrienne Sala is an Assistant Professor at Waseda University and an 
Associate Researcher at the French Research Institute on Japan at the 
Maison franco-japonaise (UMIFRE 19 MEAE–CNRS). She is also a former 
Visiting Researcher at the University of Tokyo’s Institute of Social Science 
(ISS). Her research focuses on the dynamics of institutional change, public 
policymaking, and the role of judicial recourse in these processes. She 
examines the judicialization of social and environmental issues, exploring 

whether recourse to courts constitutes a distinctive form of democratic participation. She holds a 
Ph.D. in Institutional Economics from EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris) and has an academic background in business and Japanese studies. She has co-edited the 
special issue “Justice, Interest, and Judicialization” (Justice, Intérêt et Judiciarisation) with Gilles 
Campagnolo for the Revue de Philosophie Économique (vol. 25, 2024), and the special 
issue “Judicialization of Social and Environmental Issues in Japan” (Judiciarisation des enjeux 
sociaux et environnementaux au Japon) with Isabelle Giraudou for Ebisu. Études japonaises (no. 
60, 2023). 

早稲田大学講師および日仏会館フランス国立日本研究所（UMIFRE 19 MEAE-CNRS）の准研究員。

東京大学社会科学研究所（ISS）の元客員研究員。主な研究分野、制度変化のダイナミクス、公共

政策の策定、およびこれらのプロセスにおける司法の役割。社会的・環境的問題の「司法化」を

検証し、裁判所への訴えが民主的参加の独特な形態を表すかどうかを研究している。EHESS（社

会科学高等研究院、パリ）で制度経済学の博士号を取得し、ビジネスと日本研究のバックグラウ

ンドを持つ。ジル・カンパニョーロと共に『経済哲学レビュー』（Revue de Philosophie Économique）
の特集号「正義、利益、司法化」（Justice, Intérêt et Judiciarisation）（第 25 巻、2024 年）を、イ

ザベル・ジロドゥと共に『エビス 日本研究』（Ebisu. Études japonaises）の特集号「日本における

社会的・環境的問題の司法化」（Judiciarisation des enjeux sociaux et environnementaux au Japon）
（第 60 号、2023 年）を共同で編集した。 
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■ Yasushi WATANABE｜渡辺靖 

Yasushi Watanabe is a Professor at Keio University's Faculty of 
Environment and Information Studies. His research focuses on American 
studies and public diplomacy. After graduating from Sophia University, he 
earned his master's and doctoral degrees from Harvard University (PhD, 
1997). He has held positions as an associate at the Weatherhead Center for 
International Affairs at Harvard University, senior associate at Oxford 
University, fellow at Cambridge University, and Japan scholar at the Wilson 

Center. His recent major publications include "Hakujin nashonarizumu: Amerika o yurugasu 
'bunkateki hando'" (White Nationalism: The Cultural Backlash that Rocked America) (Chuko 
Shinsho, 2020), "Ribatarianizumu: Amerika o yurugasu jiyushijoshugi" (Libertarianism: The 
Ultrafreedomism Shaking Up America) (Chuko Shinsho, 2019), and "'Bunka' o toraenaosu: 
Karuchuraru sekyuriti no hasso" (Rethinking Culture: On the Concept of Cultural Security) 
(Iwanami Shoten, 2015). He is the recipient of the Suntory Prize for Social Sciences and 
Humanities, Japan Society for the Promotion of Science Prize, and Japan Academy Medal. 

慶應義塾大学環境情報学部教授。専門領域はアメリカ研究、パブリックディプロマシー論。上智

大学で学士号を取得後、ハーバード大学で修士号および博士号（1997 年）を取得。これまでハー

バード大学国際問題研究所アソシエート、オックスフォード大学シニア・アソシエート、ケンブ

リッジ大学フェロー、ウィルソンセンター・フェロー（ジャパンスカラー）などを歴任。近年の

主な著作には、『白人ナショナリズム—アメリカを揺るがす「文化的反動」』（中公新書、2020 年）、

『リバタリアニズム—アメリカを揺るがす自由至上主義』（中公新書、2019 年）、『＜文化＞を捉

え直す—カルチュラル・セキュリティの発想』（岩波新書、2015 年）などがある。サントリー学

芸賞、日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞を受賞。 
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公益財団法人 NIRA総合研究開発機構 
Nippon Institute for Research Advancement (NIRA) 
TEL：03-5448-1710 E-mail：niraforum@nira.or.jp 
 

 
NIRA attempts to stimulate policy discussion and contribute to the policy-making process through timely 
analysis of issues and the dissemination of results in an easily comprehensible form. Using networks of 
scholars, researchers and specialists in a diverse range of fields, NIRA endeavors to rapidly grasp the 
essentials of issues, and to outline concrete policy proposals in response to them. 

 

NIRA総合研究開発機構（略称：NIRA総研）は、問題のタイムリーな分析と結果をわかりやすい形で
提供することを通じて、政策議論を促進し、政策立案プロセスに貢献することを目指しています。学
者、研究者、専門家など幅広い分野のネットワークを活用し、NIRA は課題の本質を迅速に把握し、
それに応じた具体的な政策提案を提示することに努めています。 
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