
戦間期の軍部とナショナリズムについて 

2011©nijimas-media.com 1 

 軍 縮 期 の 日 本 軍 部 と ナ シ ョ ナ リ ズ ム と の 関 わ り を 見 る 場 合 、 こ の

頃 の 日 本 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 特 徴 を 押 え る 必 要 が あ る と 考 え る 。  

 こ の 頃 の 日 本 は 、 帝 国 主 義 に よ る 大 陸 進 出 に よ っ て 、 大 陸 で の 機

会 均 等 ・ 門 戸 開 放 を 求 め る ア メ リ カ と の 対 立 、 ま た 、 朝 鮮 、 中 国 に

お い て 高 ま る 民 族 運 動 と の 対 立 が あ っ た 。  

 日 本 帝 国 主 義 は 、 朝 鮮 ・ 中 国 な ど の 民 族 主 義 的 立 場 か ら す る と 、

反 帝 国 主 義 と い う 意 味 で 朝 鮮 ・ 中 国 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム 発 展 に 大 き な

役 割 を 果 た し て い た が 、 日 本 に と っ て の ナ シ ョ ナ リ ズ ム は こ の よ う

な 民 族 主 義 と い う よ り も 国 家 主 義 的 性 格 の も の で あ っ た 。  

 そ れ は 、 丸 山 真 男 の 言 う ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 特 徴 と し て の 三 要 素 に

当 て は め て み る と 分 か り や す く 、 第 一 に 民 族 的 ・ 国 民 的 伝 統 と し て

の 、 記 紀 神 話 に 依 拠 す る 国 体 観 、 特 に 精 神 文 化 に お け る 日 本 文 化 の

優 越 論 、 第 二 に 国 家 的 利 益 と し て の 、 大 陸 を 日 本 の 生 命 線 と し た 積

極 的 大 陸 進 出 、 第 三 に 民 族 的 ・ 国 民 的 使 命 と し て の 、 「 東 亜 新 秩

序 」 や 大 東 亜 共 栄 圏 論 と い う こ と が で き 、 ま た 時 代 経 過 と と も に こ

れ ら の 順 で 発 展 し て い る 。  

 記 紀 神 話 に 依 拠 し た 国 体 観 な ど は 、 幕 末 期 の 後 期 水 戸 学 に お い て

萌 芽 的 に 形 成 さ れ た と し 、 こ れ ら が 体 系 化 さ れ る 上 で の 画 期 と な っ

た の が 、 教 育 勅 語 の 発 布 で あ っ た と 岩 井 忠 熊 は 説 明 す る 。 す な わ

ち 、 「 勅 語 の 精 神 を 軸 と す る 国 民 教 化 政 策 は 学 校 教 育 の 普 及 に 助 け

ら れ て 国 民 各 層 に 浸 透 し 、 見 方 に よ っ て は そ れ が 日 本 の 国 民 主 義 の

イ デ オ ロ ギ ー と な っ た 」 （ 国 史 大 辞 典 編 集 委 員 会 『 国 史 大 辞 典 』 １

０ 巻 、 吉 川 弘 文 館 、 ６ ９ ９ 頁 ） と し 、 戦 間 期 に は 排 他 的 性 格 を 強 め

た と し て い る 。  

 ま た 、 こ の 国 体 に 関 し て 言 う と 、 天 皇 機 関 説 は 、 大 正 期 に は 大 正
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デ モ ク ラ シ ー 、 政 党 内 閣 の 思 想 的 基 礎 と な っ た に も 関 わ ら ず 、 満 州

事 変 を 経 て 台 頭 し て き た 軍 部 、 密 接 な 関 わ り の あ っ た 右 翼 な ど の 国

権 論 、 国 家 主 義 そ し て 超 国 家 主 義 が 強 ま っ た こ と で 、 天 皇 機 関 説 問

題 を め ぐ り 、 国 体 明 徴 が 唱 え ら れ 、 国 体 に 関 す る 異 説 の 厳 し い 取 り

締 ま り が 行 わ れ た 。  

 民 主 主 義 的 思 想 弾 圧 が 厳 し く な る 一 方 、 右 翼 に よ る テ ロ や 、 そ れ

と 深 く 関 わ る 軍 部 の ク ー デ タ ー が 政 党 政 治 を 終 わ ら せ た 事 実 な ど か

ら 、 国 家 主 義 的 ナ シ ョ ナ リ ズ ム が こ の 頃 の 日 本 を 支 配 な い し は 、 国

を 左 右 す る だ け の 影 響 力 が あ っ た と い え る 。 ま た 、 平 沼 騏 一 郎 な ど

国 家 主 義 者 が 国 家 の 要 職 に 入 り 込 ん で い た こ と か ら も 、 そ の よ う に

考 え ら れ る 。  

 で は 、 軍 部 内 に お け る 国 家 主 義 は ど う で あ っ た の だ ろ う か 。  

こ れ は 陸 軍 と 海 軍 で 多 少 異 な る 傾 向 が あ る が 、 軍 人 と し て 国 を 守

る 事 、 国 家 す な わ ち 天 皇 へ の 絶 対 服 従 と い う こ と が 「 軍 人 勅 諭 」 に

お い て 明 示 さ れ た こ と は 、 軍 に お け る 国 家 主 義 思 想 確 立 に 影 響 を 与

え て い た こ と は 間 違 い な く 、 こ の 点 は 陸 海 軍 共 通 し て い る 。  

 し か し そ の 「 軍 人 勅 諭 」 で は 、 軍 人 の 政 治 不 介 入 も ま た 明 示 し て

お り 、 イ ギ リ ス 海 軍 の 影 響 を 受 け 「 沈 黙 の 海 軍 」 と し て 政 治 介 入 を

よ し と し な か っ た 海 軍 に 対 し 、 陸 軍 は 山 県 有 朋 に 始 ま る 官 僚 閥 の 形

成 な ど 、 軍 人 と し て 政 治 に 深 く 関 与 し て い た 。 そ れ が 陸 軍 の 政 治 力

の 基 盤 と な り 、 こ の 頃 に は 軍 部 の 政 治 的 台 頭 の 土 台 と な っ て き て い

た 。  

 陸 軍 軍 人 の 多 く は 農 村 出 身 者 で あ り 、 こ の 頃 の 不 況 や 農 村 荒 廃 と

い う 社 会 情 勢 の 中 で 、 国 を 守 る こ と が 自 ら の 使 命 と 自 負 す る 軍 人 達

は 、 当 時 の 腐 敗 し た 政 党 政 治 を 批 判 し 、 急 進 的 な も の は 、 そ の 熱 情
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を 行 動 に 移 し た 。  

 ま た 、 こ の 軍 部 の 台 頭 を 助 け た の が 民 間 の 右 翼 で あ り 、 彼 ら は 当

時 の 社 会 情 勢 か ら 、 国 家 改 造 の 必 要 性 を 主 張 し 、 そ の 著 書 は 多 く の

軍 人 に 影 響 を 与 え た 。 し か も 、 北 一 輝 に 代 表 さ れ る 右 翼 活 動 家 ・ 思

想 家 な ど は 、 軍 と 提 携 し て 変 革 、 革 新 を 志 向 し て い た 為 、 両 者 の 提

携 が 成 り 立 っ て い っ た 。  

 軍 部 と 右 翼 と の 提 携 の 例 と し て 、 １ ９ ３ ０ 年 代 前 半 の 平 沼 内 閣 運

動 が 挙 げ ら れ る 。 こ れ は 、 陸 軍 皇 道 派 と 海 軍 艦 隊 派 、 国 本 社 を 基 盤

と す る 平 沼 系 の 提 携 関 係 で あ り 、 い ず れ も 急 進 的 な 国 家 主 義 的 性 格

を 持 つ 派 閥 で あ っ た 。  

 皇 道 派 の 政 治 的 課 題 に は 、 そ の 頃 勃 発 し た 満 州 事 変 な ど の 満 蒙 問

題 の 武 力 解 決 、 ワ シ ン ト ン 体 制 の 打 破 、 政 党 政 治 の 打 倒 を 上 げ て お

り 、 こ の 課 題 は 、 海 軍 艦 隊 派 と 平 沼 系 と も 共 通 し て い た 為 、 提 携 が

成 立 し て い た 。  

 こ の 政 治 課 題 は 、 ５ ・ １ ５ 事 件 に よ る 政 党 政 治 の 終 焉 、 ワ シ ン ト

ン 体 制 か ら の 離 脱 （ 満 州 事 変 、 国 際 連 盟 脱 退 、 軍 縮 条 約 破 棄 へ の 趨

勢 ） 、 満 州 国 承 認 か ら 塘 沽 停 戦 協 定 と い う 流 れ の 満 蒙 問 題 の 武 力 解

決 な ど に よ っ て 、 １ ９ ３ ３ 年 に は 一 応 達 成 さ れ た 。 し か し 、 そ の 後

の 政 治 目 標 が 設 定 で き な か っ た 事 （ 新 政 策 の 斎 藤 内 閣 五 相 会 議 な ど

で の 国 策 化 失 敗 ） 、 ま た 、 天 皇 の 権 威 を 背 景 と し た 官 僚 主 導 の 「 日

本 主 義 」 政 策 と 「 ア ジ ア の 盟 主 」 と し て 地 位 向 上 を 基 盤 と し た 新 し

い 対 列 強 関 係 形 成 を 目 指 す 平 沼 騏 一 郎 の 内 閣 運 動 が 失 敗 し た 事 な ど

に よ っ て 、 こ の 提 携 は 崩 壊 し 、 さ ら に こ れ ら の 失 敗 な ど に よ り 皇 道

派 は 失 脚 し 、 統 制 派 が 陸 軍 内 の 主 流 と な っ て い っ た 。  

 こ の 場 合 、 提 携 が 長 く 続 か な か っ た の は 、 統 一 さ れ た 長 期 的 な 目
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標 が 無 く 、 そ れ ぞ れ の 目 標 の 寄 せ 集 め が 一 時 的 に 提 携 と い う 形 と な

っ た だ け で あ っ て 、 そ の 目 標 が 達 成 さ れ た 後 （ １ ９ ３ ３ 年 ） 早 々 に

提 携 が 崩 壊 （ １ ９ ３ ４ 年 ） し た と い う こ と が 出 来 る 。 こ れ は 皇 道 派

青 年 将 校 が 、 そ の 後 ２ ・ ２ ６ 事 件 に お い て 、 ク ー デ タ ー 成 功 後 の 具

体 的 な 政 治 プ ロ グ ラ ム を 持 っ て い な か っ た に も 関 わ ら ず 、 急 進 的 行

動 を 起 こ し た 事 に も 似 て い る と 考 え る 。  

 政 治 不 介 入 の 海 軍 に 急 進 的 性 質 を 生 み 出 し た 原 因 は 、 ロ ン ド ン 軍

縮 条 約 に 見 る こ と が 出 来 、 こ れ を め ぐ る 紛 糾 に 触 発 さ れ て 、 陸 軍 的

な 下 克 上 の 傾 向 が 海 軍 部 内 に も 強 ま っ た と 池 田 清 は 述 べ て い る 。 ま

た ５ ・ １ ５ 事 件 を 、 ク ー デ タ ー 技 術 と し て は 幼 稚 で お 粗 末 な も の で

「 政 治 革 新 の 運 動 と い う よ り 、 首 謀 者 の 一 人 古 賀 清 志 中 尉 （ ５ ６

期 ） の い う 『 眠 っ て い た 海 軍 』 の 覚 醒 を 促 す 精 神 主 義 の 未 熟 な 発 現

で あ り 、 海 軍 一 般 か ら も 国 民 全 体 か ら も 孤 立 し た エ リ ー ト の 独 走 で

あ っ た 。 そ れ だ け に 彼 ら の 思 想 は よ り 急 進 化 し 、 プ ロ グ ラ ム も と も

な わ ぬ 直 接 行 動 へ と 跳 ね 上 が っ て い っ た 」 （ 池 田 清 『 海 軍 と 日

本 』 、 中 央 公 論 社 、 ８ ７ 頁 ） と 、 見 て い る 。  

 軍 縮 期 の 軍 部 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム と ク ー デ タ ー は 計 画 倒 れ に 終 わ る

も の も 多 く 、 こ れ は 、 急 進 的 な 一 時 的 熱 情 に よ る 打 算 的 な も の で あ

っ た こ と を 物 語 っ て お り 、 そ の 後 、 合 法 的 に 総 動 員 体 制 ・ 国 家 改 造

を 成 し 遂 げ よ う と し 、 一 応 こ れ に 成 功 し た 陸 軍 統 制 派 と 明 暗 が 分 か

れ た 点 か ら も そ の よ う に 考 え ら れ る 。  
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