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研 究大会報告 東 南ア ジア 学 会会報

わ ゆる ASEAN デ ィ バ イ ドの 問題 に直 面 す る こ

と に な っ た の は 、そ の
一

例 で あ る。また東ア ジ ア

共 同体構 想 の 浮上 は、ASEAN の 存在意義 を高 め

て い る反 面 、東南 ア ジ ア と し て の ま と ま り を相対

化す る側 面 もあ る よ うに 見 え る．。さらに 、中国経

済圏や イ ン ド経済圏 の 急 成長 は、ASEAN に と っ

て の 脅威 で あ る と同時 に 、結 束 強化 の 要因 で もあ

る e 経 済面 で の 「ア ジア の ア ジ ア 化 」 と呼 ば れ る

状況 が、東ア ジ ア とい う規模 で 見た場合 に は じ め

て 成 り立 つ 話 な の か 、「東 南ア ジ ア の 東 南ア ジ ア

化 」 を内包 し っ っ 展開 され て い る の か は 、経 済実

態 に 即 し た 検討 を要す る 課 題 で あ ろ う。

　 メ コ ン 圏 開発 の よ う に 国 際 開発 の 受 け 皿 と し

て サブ ・
リ
ージ ョ ン を設 定す る動 きも見 られ るが 、

こ う し た 動 き の 東南ア ジ ア ある い は ASEAN と

の 関係 も、両義性が あ るよ うに 思われ る。さらに

政 治体制 の 民 主化 、市 民社 会 の 連携 は、共 同体 と

して の ASEAN を展 望 す る と長 期 的 に は不可 欠

な 要素に 見 え る が 、短期 的に は 権威主義体制 が担

っ て きた ASEAN の 指 導 力 を低 下 させ て い る 面

が あ るな ど、地 域統 合 と の 関係 を問 わ ざる を えな

い 面 が あ り、そ こ で ナ シ ョ ナ リズ ム の 役 割 や 、先

行 す る地 域 共 同体 EU の 経 験 との 対 比 な ど、多

く の 問題 が 存在 す る。こ うした問題 を検討す る 上

で は 、歴 史世 界 と し て の 東 南ア ジ ア が そ も そ も ど

の よ うな性格 を もっ て い た の か と い う歴史的視

点 を念頭 に 置 く こ と も、き わ め て 重要な意味 を も

っ て い る と考 え ら れ る。

　 本 シ ン ポ ジ ウム で は こ う した東 南ア ジ ア 地 域

の 10 年 の 歩み を振 り返 り、「東南ア ジ ア 1 とい

う 枠 組 み の 意 味 と そ の ゆ く え を 政 治 ・経 済 ・

ASEAN 論 な ど の 現代 的視点 と歴 史世 界 と して

の 東南ア ジ ア と い う歴史的視 点 の 双方 か ら検 討

し た い 。

地 域 主 義 の 湧 水 源 と し て の 東 南 ア ジ ア ー

ASEAN へ の 注 目

　　　　　　　　　　　　　山影進 （東京 大 学）

　 20 世 紀宋 か ら今世紀 に か け て 、東南 ア ジ ア を

核 と し て さま ざ まな地 域主 義 が湧 き上 が っ て い

る 。こ の 現象 は東南 ア ジ ア だ け に 見 られ る 現 象 で

は な い の で 、東 南 ア ジ ア の ユ ニ
ー

ク さを浮 き彫 り

に し て い る わ け で は ない 。ユ ニ
ー

クか ど うか は さ

て お き 、グ 卩
一

バ ル 化 が 進 行 す る 中で の 地域主

義 ・地域形 成 の 世界 的潮流 の 中で 、東南ア ジ ア に

お け るそ の 特徴 を整 理 して お く こ とは、少 な く と

も ア ジ ア な い し ア ジ ア 太 平洋 国際 関 係 を考 え る

．上 で 重要で あ る 。 そ の 論点 は ふ た っ あ る 。 まず 、

東南ア ジ ア の 人 々 自体が ど の よ うな変化 の ベ ク

トル を作 り 出 そ うと し て い る の か 、言 い 換 え る と

「新 ASEAN 」は い か なる意味で新 し くな ろ うと

し て い る の か 、で あ る。そ し て 、そ の ASEAN

は 周辺 地 域を巻 き込ん で 広域 東 ア ジ ア あ る い は

ま だ名前 を与え られ て い ない 新 し い 地域枠組み

を どの よ うな も の に し よ うと し て い る の か 、言 い

換 え る と、「新 ASEAN 」 は ア ジ ア を ど の よ うに

変 え よ うと し て い る の か 、で あ る。以 上 の 2 点

を中心 に 問題提起 して みた い
。

国際的生産ネ ッ トワー
ク の 形成 と経 済統合 の ハ

ブ ＝ ス ポーク ・シ ス テ ム

　　　　　　　　　　　　　　　　　 木村福成

（慶應義 塾大学 ／ERIA チ
ー

フ
・

エ コ ノ ミス ト）

　1990 年代以 降、東 南ア ジ ア は、北東 ア ジ ア と

ともに 、世 界 に例 の な い 精 緻 な国際 的生 産 ネ ッ ト

ワ
ー

ク の 構築 に成 功 して きた。伝 統 的 な産業単位

の 国際 分業 に代 わ っ て 機 械 産 業を 中心 とす る 生

産 コニ程 単位 の 国際分業 が発 達 し 、 企 業 レ ベ ル の フ

ラグ メ ン テ
ー

シ ョ ン （分散 立地 ）と産 業 ・業種 レ

ベ ル で の 集積形成が 同 時に進行 し た 。国際的生 産

ネ ッ トワーク を設 計
・

コ ン ト ロ
ー

ル して い る の は

多国籍企 業 で あ る が 、集積 の 中 で は 地場 系企業 の

生 産 ネ ッ トワ
ー

クへの 参 加 も見 られ る よ うに な

っ て きた。他 地 域に先 駆 け て 生 産 ネ ッ トワ
ー

ク が

形 成 され た 背 景 に は 、1980 年代 後 半 あ る い は

1990 年代初頭以降の 積極的直接投資受入 政策 と

電子 部 品等 を 中心 とす る
一

方 的貿易 自由化 、ア ジ

ア 通貨危 機以 降 の 政 策面 の 経済統 合 の 中 で の 包

括 的な 貿易 自由化 ・
円滑化 が あ っ た 。こ れ らの 政

策改革に お い て は、巨大 な直接 投 資 の ア トラ ク タ

ー
と し て 登 場 し て き た 中 国 に 対 す る 危 機感 が強

い 動機 とな っ た 。

　東南ア ジ ア は 、ASEAN を単位 とす る経済統合

の 深化 と（ASEAN ＋ 1）xX の FTAs の ハ ブ ロス ポ ー

ク ・
シ ス テ ム 構 築 にお い て も、一定 の 成果 を 上 げ

て き た 。東南ア ジ ア の 場合 、FTAs 網 の ハ ブ と い

っ て も 、経済規模 も相対的に 小 さ く、また投 資 す

る とい うよ りは 投 資 され て い る 地 域 で あ り、ス ポ
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ク 間の 統合 を促すイ ン セ ン テ ィ ヴは弱 い 。そ の

結 果 、 日中韓 の 統 合 が 遅 れ る 中、東 ア ジア の

FTAs 網 は地域概念 を深化 させ るとい うよ りは、

む し ろ 地 域外に 開放 され た 形 で 展 開 され て き て

い る。外 に 開か れ た経済統合 は 、最近 の 「地 域 主

義 の 多角化 （multilateralizing 　regionahsm ）1

の 議論 と も あ い ま っ て 、WTO ドー
ハ ラ ウ ン ド後

の 新 た な 国際通 商政策秩序形成 の 萌芽 となる可

能性 を秘 め て い る。

〈東南ア ジ ア 〉研究に お ける地域 と専門

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 白石 隆

　　 （政策研 究大 学 院大 学／ ア ジ ア経済研 究所）

　地 域は 常に戦絡的 なも の で あ る。
一

方、専門

（discipline） は わ れ わ れ の 思 考 を型 に は め

（discipline）、
か た ちを与 える 。 で は く 東 南 ア ジ

ア 〉 研 究 にお い て 地 域 と専 門 は ど の よ うな 可能

性 を開 き、どの よ うな可 能性 を閉 じ て きた の か 。

「臨床 の 知」 と し て の 歴史空間

　　　　　　　　　　早 瀬晋三 （大 阪市立 大学）

　近 代で あ るな ら、「東南ア ジ ア と は ？ 」 と訊 か

れれ ば、近 代 に支配的 であ っ た 国民 国家の 集合体

と し て 、10 ヶ 国 をあ げれ ば よ か っ た （東テ ィ モ

ー
ル は ま だ なか っ た ）。学問 と して も分業体制 の

下 、排他 的に歴史学 と して ど う考察すれ ば い い か

を 、
一

方的に 語 れ ば よ か っ た 。し か し、国 民国 家

と い う枠 組 み の 重 要性 が相 対 的 に低 下 し、学 際

的 ・学 融合 的研 究 の 必 要性 が増 し て くる と、そ う

単純に答 え られ な くな っ た 。 考察 の 対象 も複雑 で 、

地理 的に も、分野的 に も、簡 単に設 定 で き な くな

っ た。まず、「だれ の た め ？　 なん の た め ？　 な

ぜ歴 史研 究で 考察す る必要 が ある の か ？ 」を明確

に し た うえ で 、それ に そ っ て 地 理 的枠組 み な どを

設 定す る 必要 が あ る。ま た 、外 国研 究 で あ るな ら、

なぜ 日本 人 が研 究す る必 要 が ある の か を説 明 し

な けれ ば な らな い 。外 国 人 に よ る研究の 紹介や焼

き直 し の よ うな研 究 の 意義 は 、近代 よ り少 な く な

っ て き て い る 。換 言すれ ば、東 南 ア ジ ア 史研 究 が

現 在の 社会 ・学問 的世 界 と ど う向 きあ っ て 考 察 ・

分析 を進 め る の か 、「臨床 の 知 」 と し て の 存在意

義 を明 らか に しなけ れ ばな らな くな っ た。

　 地理的 枠組 み は、生 活 の 場 で あ る 個 人 ・家庭 、

コ ミ ュ ニ テ ィ か ら地 球規模ま で あ る が 、最小 の 単

位 で さえ地 球 規模 と結び つ く こ とを考えな けれ

ば な らな い
。

っ ま り、東 南ア ジ ア の どの 社 会 を取 、

りあげ よ うとも、本 シ ン ポ ジ ウ ム の タイ トル 通 り

「世 界 の 中 の 東南 ア ジ ア 」で ある べ きだ。そ し て 、

地球 規模 で 考 え る とき、そ の 事例 と し て 東南 ア ジ

ア が適 し て い る の か が 問 われ る。も し、ほ か の 地

域 の 事 例研 究 の 成果 を東南 ア ジ ア に応 用 で き る

の な ら、東南ア ジ ア を研 究す る意味 は少 な くな る 。

また 、現代 の 事象だ けで 研究する こ とが で ぎ、歴

史的 に培 わ れ て き た も の と し て 現 代 を と らえ る

必 要 が なけれ ば 、歴 史研究 も必 要 な い とい う こ と

に な る。あ る い は 、歴史 学 を専門 と し な い 研 究者

が歴 史的に 考察す る こ とで 、こ と足 りる なら、歴

史学 を専門 とす る 研 究者 は 必 要 ない 。し か し、そ

れ らを判 断 で き る だ け の 充分な研 究 蓄積は な い
。

と く に 、 東 南ア ジア研 究の よ うに 、 研 究 蓄積の 乏

しい 分野 は、まず基 礎研 究 の 充 実を 図 らな けれ ば

な らな い 。

　 歴 史研究 の 基本は 、い うま で もな く原 史料 の 読

解に ある。そ の 原史料 の 信 憑性 ・価値 に つ い て 吟

味す る考証 は、とく に 近 代文 献 史学 に と っ て 重要

で あ っ た。しか し、文献 考証 に も とつ く歴 史研 究

は 、文献 を重 視す る 周 期性 の あ る陸域温 帯 の 定 着

農耕民社会に とっ ては有効 で あ っ て も、例 外 の 連

続 で 、そ の 場そ の 場 で 臨機応変 に 対処 し な けれ ば

な らな か っ た遊 牧 民や海 洋 民 の 社会 で は 、意味 を

な さな い 。文 献考証 に こ だ われ ば、歴 史学 は 近 代

歴 史 学 か ら離脱 で き な く な り、近 代文 献 史学で 充

分 に語 る こ とが で きなか っ た 東南 ア ジ ア の よ う

な地 域の 歴史は依然 とし て 二 次的に扱わ れ 、グ ロ

ーバ ル 化 時代 にふ さわ し い 世 界 史 の 登場 を妨 げ

る こ とにな る 。

　 い ま 、文 献 にか わ る 史料 と し て 、口 述史料 、考

古学史料だ け で な く、絵画や美術工 芸 品 、建築 、

身体 働 作な どか らも歴史的考察を し よ う と し て

い る。し か し、こ れ ら非文献 史料 だ け で 、歴 史を

語 る こ とは か な り困難 で 、 非 文 献 史料を考察 ・分

析す る た めに も、文献 史 料 の 考 察 ・分析 が 必 要 と

な っ て く る。本報告 で は、文 献史料 と 口 述 史料 か

ら、そ の 地域性 ・
空 間 を 考え 、最 後 に 、歴 史 は国

家 に 属 す る の か 、地 域に 属す る の か 、民族 に 属 す

る の か 、文化 ・社 会 に 属す る の か 、…　 　 な に に

属 す る の か を 考 え た い 。
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