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北 東 ア ジ ア 経 済 協 力 の 政 治 学

一
相互依存論 ・ネ オ リベ ラル 制度論 ・ 覇権安定論

一

中 戸 祐 夫 （立命館大学 汰 学院）

報告内容

　北東 ア ジ ア に お ける経済協力や 経済発展 を支

える 国際 シ ス テ ム を構築す るた め の 可能性 と限

界に つ い て 、次の 3 つ の 観点 か ら理論的検討を

行 っ た 。

　  経済的相互補完関係 論の盲点

　北東ア ジ ア の 相互 補完関係に よ っ て導き出 さ

れ る経済的相互依存 と政治的安定 と の関係を リ

ア リ ズ ム お よ び リ ベ ラ リ ズ ム の 観点か ら分析 し

た。北東 ア ジ ア の 経済的相互補完関係論は 、 国

家間の協調関係が互い の 経済的利益を追及する

こ と に よ っ て達成 で きる もの と考え る りベ ラ リ

ズ ム の系譜 に ある。 リ ア リズ ム お よ び リベ ラ リ

ズ ム の 観点か ら北東ア ジ ア経済協力論を 分析す

る こ と で こ の議論 の 盲点を指摘し、北東 ア ジ ア

地域 に 政治的枠組み を構築する 必 要性を 主張 し

た。

　  豆満江 開発プ ロ ジ ェ ク トの 停滞要 因

　ネ オ リ ベ ラ ル 制度論 に 基 づ い て
、 北東 ア ジ ア

に お ける 国際制度 の果た す役割の 可能性 と限界

に つ い て 考察し た 。ネ オ リ ベ ラ ル 制度論は 、 ア

ナ
ーキ ー

な国際関係に お い て覇権国が存在 しな

くて も、国際制度 の果たす役割に よ っ て 国家間

の 協調が促進され る と想定す る。本報告で は 、

北東 ア ジ ア経済協力の鍵 とも言え る豆満江 開発

プ ロ ジ ェ ク ト構想に つ い て 、ネ オ リベ ラ ル 制度

論及 び それ に 対峙す る 相 対利得論 の 視点か ら 、

UNDP −PMC が 国際制度 と して有 効な役割を果

た し て い な い こ と を主張 した
。

　  米国の プ レゼ ン ス

　ネ オ リア リ ア ズ ム の
一
翼を担 っ た 覇権安定論

の 視点 よ り、 北東 ア ジ ア に おけ る国際 シ ス テ ム

の 可能性 に つ い て 検討 した 。覇権安定論は 、ア

ナ
ーキ ーな国際社会 に お い て も覇権 国 の 存在 が

国家間の 協調を構築する と想定す る。つ ま り、

覇権国が 自由な国際経 済秩序を形成 し、そ の も

とで 自由な市場経済が実現 され る と想定す る。

米国 は北東ア ジ ア の 国際政治経済 シ ス テ ム を構

築する上 で 重要な役割を果た すと考えられ るが 、

ポ ス ト冷戦時代 の 米 国 の あ り方を考察 し た 。

　以上 の 理 論的検討を 踏まえて 、 北東 ア ジ ア 地

域の経済協力 を支え うる政治秩序 の 形成に は 、

日米の果た す役割が重要で あ る こ とを主張 した 。

討論内容

　  理論的検討を行 うこ と の 妥当性

　本報告で 用 い られ た 「理論」は米国に お い て

発展 した もの で ある。百瀬先生 （津田塾大学）

が ご指 摘 さ れ た よ うに
、 理論は常に何か の 目的

を有 してお り、 価値 中立 的で は な い 。米国 で 発

展 し た 国際関係理 論は 、 米国の 外交政策を規定

する 、ある い は 正 当化す る役割を 暗黙 の 内に

担 っ て い る ，ま た 、 研究者が どの 理論を用 い る

の か と い う点 に お い て 、 そ の 研究者の価値が内

包され る。報告者が援用 した い くつ か の 理論 が、

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Association for Northeast Asia Ragional Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Assooiation 　for 　Northeast 　Asia 　Ragional 　Studies

260 第 8 分 科 会

そ の 選択 の 過程 に お い て
、 問題解決型 （現状維

持的）アプ ロ
ー

チ を 選好 し て い る 側面が ある こ

とは否 定で きな い 。

　国際関係の 理論を 用 い る こ と （用 い か た ） の

ジ レ ン マ は常に 感 じて い る 。 リ ア リズ ム を 中心

とする主流派理論が 日本 の 研究者 の 間 で 無批判

に 再 生産 される の で あれば 、 それ 自体が米国 の

価値 （政策）を 暗黙の 内に 受容 して い る こ とを

意味す る。さら に 言えば、 こ うし た 視点か ら激

し い 批判を繰 り広げ 、 近年 日本で も一部で 目覚

ま しい 発展を遂げ て い るポ ス ト実証主 義や カ ル

チ ュ ラ ル ・
ス タデ ィ

ーズ （ポ ス トコ ロ ニ ア リズ

ム） と い っ た批判理論で さえ も、 多 くは 米国に

お い て 発達 して きた の で あ り、米国の ラ デ ィ カ

ル 派 の 議論が 日本 の 親 ラ デ ィ カ ル 派 の 間で再生

産 さ れ て い る の で ある。つ ま り、 米国 ア カ デ ミ

ズ ム 内 の 対立 の 構図 が 日本で 再生産 され て い る

に すぎず、 こ の 点に お い て 日本 の ラ デ ィ カ ル 派

の 主張も自 らの 批判 と無縁 とは 言 えな い
。

　 コ
ッ ク ス （R．Cox）の 言葉を 借 りて 言えば、

あらゆる 理論は常に 誰か の た め に存在 し て い る

の で あ る。主流派 の みな らず ラ デ x カ ル 派 も こ

の制約か ら逃れ る こ とは で きな い 。本報告 の根

幹に 関わ る ご 指摘 に 感謝 の 意を表 した い
。

　  米国の 対北東ア ジ ア経済政策

　北東ア ジア経済フ ォ
ー

ラ ム に お い て 議論 され 、

近年注 目を集めて い る北東アジ ア開発銀行構想

は 、現段階に お い て は 、米国 の ワ シ ン ト ン で 検

討課題 と して取 り上 げられ て い る か疑問で ある 。

また、米国 の 政策担当者 の 問で は 、豆 満江 開発

プ ロ ジ ェ ク トの存在 さえ十分 に は認知され て い

な い の で は な か ろ うか 。したが っ て 、 北東ア ジ

ア の 経済協力 の 推進 に は 、む し ろ米国 を どの よ

うに 同地 域に取 り込 ん で い くの か 、 と い う視点

が不可欠で あ り、 また 、 日本の 役割も同時に 見

え て くる と 思 わ れ る 。

　  日本の 役割

　 なぜ、日本が北東 ア ジ ア 経済協力に 対 し て一

定 の 距離を維持 して い る の か を考えな けれ ばな

らな い 。口本が 米国を排除し た北 東 ア ジ ア 経済

圏 の 形成 に邁進す る とは 考 え られな い 上 に 、 他

の 北東 ア ジ ア 諸 国 も日本 を頂点 と す る 経 済圏 の

形成に 対 して 警戒心を怠 っ て は い な い 。 ま た 、

日本の 政策は 北東 ア ジ ア 諸国 か 、米国 か 、と

い っ た 二 者択
一

の 選択を迫 られ る も の で は な い 。

北東 ア ジ ア の 平和 と繁栄を課題 とする の で あれ

ば、と りわ け米国 の 政治的 リーダー
シ ッ プ と 日

本 の 経済的支援が求め られる の で は ない か 。
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