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 ERIAは、東アジア経済統合推進のため、政策研究・提言を行う国際機関（「東アジア版OECD」）とし
て、日本が主導して2008年6月に設立

 「経済統合の深化」、「発展格差の縮小」、「持続可能な経済成長」を柱に、東アジア地域全体で取り組
むべき実践的な政策研究・提言・普及を実施

 当該ERIAの活動を継続的に推進・実施するため、例年、ASEAN議長国を政策面で支援（2022年：カ
ンボジア、2023年：インドネシア） 第16回東アジア首脳会議（2021年10月27日）議長声明パラグラフ23 “We 
encouraged ERIA to continue providing for the Chair of the ASEAN Summit and the EAS its support and targeted 
high-quality research and actionable policy recommendations.”

ERIAの組織
議長：シエリト・ハビト フィリピン元国家経済開発庁長官
理事（各国１名、任期は４年）：
【日本】榊原 定征（経産省参与・前経団連会長）
リム・ジョグホイASEAN事務総長、他

事務総長 ： 西村英俊
※職員1１6名（2022年3月現在）

ERIAのメンバー国：１６カ国
ＡＳＥＡＮ１０カ国：
インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、
ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス
６カ国：
日本、中国、韓国、インド、豪州、NZ

ERIA（東アジア・アセアン経済研究センター）の概要
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Realisation of higher value added of agricultural products in ASEAN 
countries through development of effective cold chains
（コールドチェーン開発） <Study period: May 2020 – >
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ERIA における研究プロジェクト （食料・農業分野）

Enhancing food supply chain resilience and food security in ASEAN 
with utilisation of digital technologies 
（農業・食料サプライチェーンでのデジタル技術活用）

<Project period: Jan. 2021–>

Building and enhancing the sustainable agriculture and food  system
in ASEAN countries
（アセアン諸国における持続可能な農業・食料システムの構築・強化）

<Project period: June.2022–>

● ASEAN農林大臣会合、ASEAN＋日中韓農林大臣会合、関係会合等において、アセ
アン地域の食料・農業分野の関連テーマに係る政策提言

● ASEANの政策文書、ガイドライン等の策定・実施を支援

主目的
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目的
1. コールドチェーン（CC）の現状把握 （ハード・ソフト両面、政府の振
興政策、小規模農家・農協等スモールホルダーの関与等）

2. CCを構築する上での障害、スモールホルダーが参加する上での障害、政
府や関係者が取るべき行動等の把握

3. スモールホルダーがCCに参加している成功事例とCCに参加することに
よって得られるベネフィットの分析

Realisation of higher value added of agricultural products in ASEAN 
countries through development of effective cold chains
（コールドチェーン開発） <Study period: May 2020 – >

方法
- CLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）とタイ、インドネ
シアの6カ国を対象

- 対象国の大学・研究機関と共同
- 文献レビュー
- 農家、農家グループ（農協）、CC事業者、消費者、政府関係者等にイン
タビュー調査 (2020.10-2021.5）
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<インフラ>
- CC事業参入のための初期投資コスト及び事業運営コストの大きさ
- CC事業のために必要なインフラ及び施設の不足
- 電力供給の不安定性、電力価格の高さ
<組織、戦略、標準、規則等>
- CCシステム開発を専門に担当する政府組織がない
- CC全体を貫く明確な開発戦略の欠如
- 品目ごとの取扱標準や規則の欠如
<人材開発>
- CC運営に係るスキルを有した人材の不足
- CCが商品の品質や価値に及ぼす影響についての認識・知識の欠如（農家、小規模

流通事業者、消費者）

〇コールドチェーン（CC）開発に係る共通の制約の例
Finding from Research

1.Lack of expertise, 2.National-level lack of quality and safety-control measures, 3.Supply 
chain density, 4. Deficient infrastructure, 5. Deficiency of information system, 6. Installation 
and operation expenses, 7.Deficient training at the operational level, 8.Deficiency of 
standardization, 9.Lack of government support for local business, 10. Social norms

The obstacle to cold chain implementation in developing countries: insight from Vietnam
Divid Gligor University of Mississippi, et al.  2017

他研究における制約の指摘例

〇 CC開発の成功事例は外国企業との合弁企業のケースが大部分
〇ラオス、ベトナム、ミャンマー等でも農家が契約栽培等の方式でCCに参画し収入増を
果たしている事例は確認 (他方、一般的ではない) 
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- Government initiatives and supports for i) Installation of essential
facilities such as cold storage, refrigerated trucks and necessary
equipment, especially for SMEs, ii) stable power supply with
affordable price.

- Establishment of specific agency to support the cold chain.
- Creation of national strategies for development of cold chain 

covering all stakeholders along the chain.

- Provision of standardized training on knowledge and skill of cold
chain management and operation for stakeholders along the chain.

- Development and dissemination of model cases of successful cold
chain involving farmers and cooperatives with use of PPP scheme.

- Promotion of alliance with foreign companies with advanced
technology and knowledge in cold chain operation.

（参考）アセアン加盟国への提言
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内容
- Covid-19のアセアン農業への影響について、計量経済モデルで試算
- 日米欧の研究者により、農業・FVCへのデジタル技術の活用に係る先進的技術、政

府の取組等について、アセアンへの適用可能性を考慮して整理
- アセアン農業及びFVCへのデジタル技術の適用について文献レビュー、アンケート

調査、インタビュー調査等を通じ現状を整理し、デジタル化に向けた提言を策定
- アセアンガイドライン策定のためのワークショップ開催、ガイドライン素案の策

定等

Enhancing food supply chain resilience and food security in ASEAN 
with utilisation of digital technologies 
（農業・食料サプライチェーンでのデジタル技術活用）

<Project period: Jan. 2021–>

目的
1. Covid-19のアセアンの農業生産及びフードバリューチェーン（FVC）への
影響分析

2. アセアンの農業生産性とFVCの回復力を向上させるためのデジタル技術の
適用に関するベストプラクティス及び可能性、並びに関連政策についての
分析

3. “The ASEAN guidelines on Promoting the Utilization of Digital Technologies for
ASEAN Food and Agricultural Sector”の策定支援



8

Example of Available Digital Technologies to ensure food security in ASEAN

Based on expert interview and review of databases 

Finding from Research



アセアン諸国における農業・食品サプライチェーンのデジタル化の
現状・課題例

（ focus group discussion, online survey, expert interviewから得られた情報)
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＜農業生産現場のデジタル化＞
- 利用者のデジタル技術に関する知識とスキルの欠如
- 農村地域においてはインターネットへのアクセスが限定的
- デジタル化に取組むために必要な資機材を購入するための初期費用が高額
- データ収集、分析に要する費用が高額
- スマート農業を導入しようとする試みは、一部の作物に偏っている

＜食品サプライチェーンと金融のデジタル化＞
- 農産物・食品のデジタルマーケティングは限定的な活用にとどまる
- 消費者にオリジン（産地・消費者等）と品質・安全性を保証することが必
要

- トレーサビリティシステムを整備するための基準（デジタルID等）が必要
- 食品サプライチェーンの出発点である圃場レベルで適切な記録付けが必要
- 国内外の消費者からのデジタルトレードのニーズに応えるためには商業的
詐欺を防止する必要

- 近年モバイル決済は急増しているものの、未だ一般的ではない



<General>
- Identify bottlenecks of smart farming through value chain assessments, private-

sector consultations, rural logistics and telecommunications assessments, for   
identifying appropriate interventions.

<Production related>
- Explore ‘online-offline’ modes of delivering extension services in promoting   

smart farming.
- Enhance Best-Practice sharing in technology across the region, to boost regional   

productivity.
- Develop a harmonised language for interoperability across data applications in       

agriculture.
- Integrate data protection and security as a pre-requisite for data-sharing   

initiatives from farmers and across devices.

<Supply chain related> 
- Encourage country-level plans in mapping to enable e-commerce from input   

providers to farmers, and from farmers to consumers.
- Raise awareness of the importance of e-commerce service in the agriculture  

sector amongst consumers and farmers. 

Policy recommendation for enabling a digitalised ASEAN agriculture 
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（参考）アセアン加盟国への提言



<Guideline1> （生産性向上関連技術（土壌分析、リモートセンシング、モニタリング、データ活用等）、
食品サプライチェーン関連技術（Eコマース活用、モバイルフォーンによる売買等）

Contribute to food security, food safety and nutrition by improving the value chains  
(production, post production, market access/linkages and value addition) 

<Guideline 2> （農村のICTインフラ整備、農業データデジタルプラットフォーム、デジタル金融等）
Support equitable, sustainable, and inclusive economic development in food and   
agriculture sector (FAS) and ensure much-needed investment on infrastructure and  
related support services (e.g., digital banking, accounting and investment for access 
to loans, microfinancing, reporting)

<Guideline 3>（データセキュリティ、big dataの整備、データ交換のための共通言語等）
Support the generation and diffusion of appropriate digital 
innovations for resource-efficient, sustainable and safe FAS

<Guideline 4>（デジタルリテラシー向上の研修、デジタル技術の展示圃場等）
Foster capacity building, engagement and empowerment especially
for the youth, women, and marginalized groups

<Guideline 5> (早期警報システム、リモートモニタリング、R＆Dへの投資等)
Improve FAS resiliency during disruptions caused by unprecedented 
events and shocks

<Guideline 6> (ASEANプラス3等地域間協力枠組みの活用、民間・政府・大学・農協の協働）
Strengthen regional partnership/approaches for digital innovations in FAS

The ASEAN Guidelines on Promoting the Utilization of Digital Technologies for 
ASEAN food and Agriculture Sector (2021年10月アセアン農林大臣会合で採択)
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ERIA research reports on the agriculture sector 
are available from:
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https://www.eria.org/research/topic
/agricultural-
development/?keyword=all&sort=da
te-desc&start_rec=0&page_size=10


	東南アジア地域での持続可能な食料システムに向けた動き�
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 13



