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<要旨> 
 メキシコはラテンアメリカ諸国の中で軍政を経験しなかった国の一つである。しかしそ

の事実はメキシコが民主的な国家であったということを示すものではない。メキシコは独

立以降、植民地時代からの地方有力者やエリ－ト層の中で自由派と保守派との対立、他国

からの内戦干渉、独裁政治、革命、そして制度的革命党による長期にわたる一党支配体制

というように、権力闘争と歪んだ民主主義が織り成す形で国家建設が行なわれてきた。本

論文ではメキシコが“民主化”の道を歩み始める契機となったメキシコ革命から現在まで

の政治過程を追い、その中で女性たちがどのような運動を展開してきたのかを探る。ラテ

ンアメリカにはマチスモという男性優位の傾向が共通してみられる。又マチスモを補完す

るものとして、女性の自己犠牲を美徳とするマリアニスモという価値観も存在する。女性

が妻や母として男性につき従い、家庭の中でその 2 つの役割を全うすることを重んじる伝

統的慣習の中で、メキシコの女性たちは次第に“個人”としての女性像を求めて運動を展

開するようになる。女性たちのそのような運動は、国政の民主化を求める大きな流れと切

って離すことはできない。 
 メキシコは 2000 年の大統領選挙で 71 年ぶりに野党の国民行動党から大統領が選出され、

それまでの制度的革命党による一党主導型の権威主義体制に終わりを告げる。これを以っ

てメキシコは複数政党制の第一歩を踏み出したことになり、民主化過程はこの時点におい

て本格的に始まったと言える。しかしその民主化過程の中で取り残されてきた課題がいく

つもある。女性に関する問題、そして貧困または極貧層に留まっている先住民の問題であ

る。女性を取り巻く環境は 1970 年代半ばから大きく変わった。法的には男性と平等の権

利が保障され、国が推進する家族計画も定着し妻・母の役割以外に女性が家庭外で仕事を

持ったり、勉学に励む機会が多くなった。しかし依然として、中間層より下の階層では男

女の役割分担は暗黙のうちに行なわれ、男性からの暴力や男性による家庭放棄、経済的な

無責任といったようなことに悩まされる女性も多い。またカトリックの因習が強いメキシ

コ社会において中絶は未だ合法化されておらず、母性の保護は、完全には保証されてはい

ない。また先住民はメキシコ社会において周辺に追いやられており、その中でも先住民女

性は民族的な差別と共に経済的な差別、そして男女差別という三重苦を背負っている。 
 本論文ではメキシコの民主化過程の中での女性の動きを追う。女性たちが国家の民主化

を求める運動のさなかでどのように自らの諸権利を手にしてきたのか、そして取り残され

た問題を探ることに目的があり、最後に今後の課題を示す。論文の構成としては第 1 章で

メキシコの政治史の流れと共に転換点となった時期に区分して女性運動の流れを記し、第

2 章では 1970 年代後半から行なわれてきた家族計画の成果と教育分野、家庭内、政治分野

におけるメキシコ女性の姿を具体的なデ－タで示す。第 3 章ではメキシコ社会において男

性と女性のあり方の源となるマチスモ・マリアニスモについて取り上げ、社会に対する影

響を見ていく。 
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