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 研究結果  
 

東アジア地域協力を分析する場合、地域公共財の供給と消費はその新しい理論視座

のひとつである。当研究は対外政策ツールの視点から、東アジア地域における公共財

の供給と機能的連携への参与の歴史的背景や戦略的考慮を簡潔に整理し、戦後国際環

境または日本国内の経済･社会の変遷の中で、その動機や資源と手段との連動関係を

歴史的に分析するものである。 

第二次世界大戦終了後、日本はそれぞれの段階でそれぞれ形の違う地域公共財を提

供してきた。其れは日本が東アジア経済一体化を促進すること、あるいは日本自体が

大国としての外交戦略を実現させるための極めて重要なルートのひとつである。日本

国内の場合、機能的連携は東アジア共同体を構築する基本的なルートであり、且つ重

要な内容であると一般的には見なされており、地域公共財の供給が機能的連携を可能

にするための重要な手段であると思われる。 

特定の戦略的制約条件の下で、既存の資源を創造的に活用し、制限された条件の下

で国家利益と対外的な存在感を最大限に実現させることは、吉田路線以降の日本外交

の戦略的な方針と政策主張の基本的な中核または共通点であると同時に、戦後日本の

東アジアへ地域公共財の提供と機能的連携の初志でもある。日本は国内の「グッドガ

ヴァメント」の経験を海外へ押し広め、新しい安全理念とガヴァメントのノウハウを

国内からアジア地域へアピールし、行動の多元的な主体間の共同参与などの方式によ

って、地縁政治の制約や歴史的心情の牽制などマイナスの要因を最小限にして戦略的

な空間を広げることができた。更には、二国間の共同認識が改善され、地域における

影響力と発言権が増大した。 

中国は、そうした日本の成功と経験を学び、参考にすることによって、地域公共財

を供給する形で東アジア地域に対する更なる協力を推進すべきであろう。 
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 Research Summary 
 
The supply and consumption of regional public goods present a new perspective in the analysis of East Asian regional 
cooperation. From the theoretical angle of foreign policy tools, this study briefly analyzes the historical background and 
strategic considerations of Japan’s experience in regional public goods supplying and functional cooperation in East Asia. It 
also explores the interactive and dialectical relationship of its motivation, resources and means by focusing on the transitions 
of post-war international environment and Japan’s domestic social economy. Since World War II, Japan has offered regional 
public goods of various kinds at different periods, which has been a critical approach for Japan in promoting economic 
integration in East Asia and enforcing its own diplomatic strategy as a key power. Domestically, functional cooperation is 
commonly regarded as an essential approach and indeed features amongst the main contents in proposals for construction of 
an “East Asian Community”, thus the provision of regional public goods serves as a fundamental method in functional 
cooperation. It is the core and common ground of Japan diplomatic initiatives and policies ever since the “Yoshida Doctrine” 
to creatively make use of existing resources under strategic constraints and therefore to maximize national interests and 
foreign presence under current conditions, which also becomes the strategic intension of Japan’s experience in regional 
public goods supplying and functional cooperation in East Asia. In practice, Japan has been promoting its domestic “good 
governance” experience, spreading the new concepts of security and governance from the national level to regional level, 
and forming a participation process combining governmental, civil and other actors. In doing so, Japan manages to 
effectively extend its strategic space, improve its bilateral perceptions in some countries, and enhance its regional influence 
and discursive power under the geopolitical and historical-psychological constraints. China may draw important lessons 
from the Japanese experience to further propel regional cooperation by providing regional public goods. 
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