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【概 要】

　本稿で は 、大規模 自然災害 の 人道支援に 関す る先行研究の潮流や、研究分野 に 対する実証的な課題 を レ ビ ュ
ー

し、実践者に 対す る聞き取 り と 国際 NGO で の フ ィ
ール ド調査 をべ 一ス に 、人道支援の ジ レ ン マ に つ い て検討を

加え た。実践者は、国際 NGO が内包する関係に 起因する ドナ ーと被災地の 二 元的な要請や、被災者 の ニ
ーズ に

呼応す る人道支援 と 対峙 して い た 。実践者 の 直面 し た ジ レ ン マ の 背景 となる要因 を明示 し、ジ レ ン マ を理解する

た め の 視点と し て 、被災者 の 「周 辺 」 と ドナ ー
の 「中心 」 が 入道支援 の 領域に お い て 重要 で ある。こ の 視点に基

づ い た ア プ ロ ーチ は、人道支援 の 活動 と資金、組織論、官民連携 の 問題 など、実証的 ・
理論的データ を蓄積する

た めに必要 で あ り、欠 く こ と が で き ない 共通する要素で ある と思わ れ る。

　本稿 では、実践者 の 証言 や国際 NGO で の 調査に よ っ て 得 られた知見 をも と に 、ジ レ ン マ の 根拠を明示す るた

めの 分析 を行 い 、「周辺 」 と 「中心 」 の 視点か ら検討 を試みた。

1．問題の 所在

　大規模な 自然 災害が 発 生 し た 際 の 悲惨 な被 災 地

の 状況は 、 メ デ ィ ア が 配信す るライ ブ 映像 によ っ て 、

世界中の 人 々 が リア ル タイ ム で 目に す る こ と が で

きる 。 国際社会 の 関心 は こ うし た映像 に よっ て ます

ます喚起 され 、 膨大 な 「量 」 の 人的、物的、資金 的

な国際緊急 人道支援が 競 っ て 行 わ れ る。しか し、被

災者 の ニ
ーズ に呼応 した 「質 」的な人道支援が 、国

際援助 と し て 継続 的に実施 され て き た か は 疑問 で

あ る 。 時間の 経過 と共 にメデ ィ ア の 関心 は薄れ、大規

模 自然災害につ い て の 報道 は、世論 に 訴 え る力を失い

激減 して い く。国際社会 の 人道支援に 対す る 関 心 は 次

第 に 薄れ て い き、甚大な被害を受け た多く の 被災地 は、

深刻 な問題を抱え た ま ま 忘れ られ て し ま う。

　筆者 は 1991 年 の ピ ナ ト ゥボ火 山噴火
1）直後 か ら、

被災地 の 人道支援 活動 に 実践者 と し て 関 わ るな か

で 、 様 々 な課題 や ジ レ ン マ と 直面 し て きた 。未曾有

の 大噴火 に 見舞 わ れ た 被 災地 は 、大雨 の 度 に 流れ 出

す ラハ
ー

ル （膨大 に 堆積 し た 火 山灰 を 大量 に 含ん だ

泥流） の 深刻 な複次 災害
2）

を受 け続 け、20 年 の 歳

月 を経 た 現在 も多 くの 援助 を必 要 と し て い る。しか

し、ドナ ー主 要国 は 援助 を打 ち切 り、ま た 、多く の

国際 NGO が ピナ ト ゥボ火 山噴火 の 被災 地 か ら撤退

して い っ た 実情が あ る。被災地 や被災者が 必 要 と し

て い る シーム レ ス （継ぎ 目 の な い 援助ア プ ロ ーチ 体

系 を統合 し た）な人道支援は 、現場 に 立 ち続け て き

た 筆者 の 強 い 関心 事 と な っ て い る。

　大 規模 自然災害に お け る 人道支援は 、被災者に 対

す る緊急援助 と 同 時 に 、生計支援 （Livelihood）プ

ロ グ ラ ム が 不 可 欠 で あ る。国際 NGO は 被災者 と ド

ナ ー双 方 か らの 要請 を うけ る こ とか ら、人道支援 の

理想 を 追 い 求 め なが ら も、常 に 次善の 策 しか 講 じ え

な い 限界 に直面 し て い る の で あ る。官民連携を標榜

す る 国際 NGO の 多くは 、公 的資金 に 大 きく依存 し
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て い るた め に、ドナ ーが 担 う援助政策を補完する従

属 的なア ク タ ーと し て連携 を 強 い られ る傾 向に あ

る と い う問題 もあ る。ま た 、国際援助機関の ネ ッ ト

ワーク に組み込まれ た 国際 NGO は、ドナ ーや国際

機関 の カ ウ ン タ
ーパ ワー

と し て果 たす べ き抑制力

や ア ドボカ シ
ー

機能 な ど本来 の 使 命を失 い 、資金提

供側 の 意向に よ っ て 自主 的な人道支援 の 独 立 性 が

歪 め られ て し ま う危険性 も十分 にある と言える。

　 実践者が 対峙 して い る、自然災害にお ける人道支

援 の ジ レ ン マ に着 目した議論 ・研究 は少な い 。本稿

で は、人道支援に関す る先行研究 を レ ビ ュ
ー

す る と

ともに、実践者 に対す るイ ン タ ビ ュ
ー

調査 と国 際

NGO で の フ ィ
ー

ル ド調査 をべ 一
ス に、人道支援 の

ジ レ ン マ につ い て 検討 を加 えた 。 実践者 が直面 した

ジ レ ン マ の 背景 となる要因 を明示 し、理解す るた め

の 視 点 として 「周辺 」 の 被 災者 と ドナ
ー

の 「中心 」

との 関係性 が、人道支援 の 領域 に お い て 重要 で ある

こ とを主張 したい 。こ の 視点 に基 づ い た ア プ ロ
ー

チ

は、人道支援 の 活動 と資金、組織 論、官民連携 の 問

題 など を、実証 的 ・
理論 的に検討す るた め に欠 く こ

と が で きな い も の で ある と思われ る。

2．用語の 定義

　先ず、「周辺 」 と 「中心 」 と言 う用語 につ い て 、

簡潔に定義 して お き た い 。

　チ ェ ン バ ース （正995）は 、知識 と い うキーワー
ド

を用 い なが ら、「周辺 」 と 「中心 」 とい う概念に つ

い て 次の よ うに述 べ て い る。「中心 」 で は、権力や

名声、資金や物質、専門家や専門的な要素が相互 に

引きっ け合 い 強化 し て 、知識を 生み 出 して い る。有

能 な人材や資源 は 、名声や勢力 を生 み 出す陣営に 加

わ り、それ が さらに多くの 人材 や資金を 「周辺 」 か

ら 「中 心 」 に引き寄 せ る。
「中心 」 に 注 ぎ込まれ た

資金や権力 を手 に し たエ リ
ー

トに よ っ て 、優先すべ

き研究対象や援助 の 順位は決め られ て い く。「中心 」

に い る と信 じ て い る 人 々 の 対極に は、貧困と低い 地

位 の 弱 い 立 場 に置か れた 「周 辺 」 の 人 々 が い る 。 被

災者は、心 身 と もに 弱体化 し、コ ミ ュ ニ テ ィ の 崩壊

に よ っ て 孤 立 し、権利 や尊厳 も奪 わ れ が ちで あ り、

匝   ンttア  就 V・ 1、11

最 も 「周辺 」 に位置 して い る 。

　チ ェ ン バ ース は 、 「中心」 に依拠 し て い る 研究者

たちが い か に 「周辺 」 の 貧 しい 人 々 を無視 して きた

か 、容易に想像で きる と指摘 して い る 。 本稿で 用 い

て い る 「周辺 」 と 「巾心」 の 定義に つ い て は 、チ ェ

ン バ ース の 概念に依拠 して い る。

3．人道支援の ジレン マ に関する先行研究

　人 道支援 の ジ レ ン マ に直接・
間接に 言及 して い る

研 究 を整理す る と、「周辺 」 と 「中心 」 の 関係性が

大きな要囚 とな っ て い る。

　 Anderson （1993） は、ピ ナ トゥ ボ 火 山噴火災害

に供 与された人 道支援 プ ロ グ ラム の 調査 を行 い 、山

積す る様 々 な課題 や困難 によっ て 、思 い 通 りの 成果

が得 られな い 人道支援 の ジ レ ン マ を、困窮す る被 災

者 の 視点か ら考 察 した 。 再定住避難所で の 生活 を余

儀な くされた被災者 に は 、 多発す る特異な依存症 の

傾 向や重 度 の ス トレ ス に 対す る 支援が必要 で あ る

と述 べ て い る 。 しか し 、 国際 NGO の 支援活動 は無

秩序 に実施 され が ちで あ っ た。国際 NGO の 重要性

や潜 在能力 の 分析 を行 い 、被 災者 ニ
ーズ に対応 した

具体 的な リハ ビ リテ
ー

シ ョ ン ・プ ロ グラ ム と選択可

能 な支援 の あ り方 を提起 して い る 。

　 津 田 ・閏 巻 （2001） は、JICA か ら ピナ トゥ ボ火

rlI噴火災害 に派遣 され た青年海外 協力隊 （」OCV ）

が 、ロ ーカ ル NGO と協働 した人道支援の 極 め て 珍

しい 事例を取 り上げ、被災地域 の 視点か ら JOCV 隊

員が 対 峙 し た ジ レ ン マ に つ い て 考察 し て い る。

JOCV 隊員は、配属 され た 被災地 にお い て想定 され

た 役 割と、現場 が 必 要 と して い る支援の ギ ャ ッ プ に

戸惑 い 、試行錯誤 を繰 り返 しなが ら ロ ーカ ル NGO

との 関係を築い て い っ た 。 隊員の 「任国サイ ドに決

定権 を」 とい う声は、「東京オ フ ィ ス の 決定だ か ら」

とい う
一
言で却下 され 、被災地が 必 要と して い た食

料や医薬品などの 要請に 、予算が下 り る こ とは なか

っ た。ODA の
一

翼を担 っ て きた JOCV 隊員は 、「消

耗品 は だめ」とい う援助政策の 大原則が障壁 とな り、

人道 支援 の 資金協力や援助連携を、ロ ーカ ル NGO

に求 めなけれ ばな らな か っ た 。 田 巻 は 、日本 と被災
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地 の NGO が 協働 す る橋渡 し を し た JOCV 隊員の 役

割に つ い て
、 より積極 的 に 現地 で 活用 され る よ うな

援助政策 の 再考を示唆 し て い る 。

　チ ェ ン バ ー
ス （1995）は 、政府や国際援助機関の

職 員、研究者や 国際 NGO の 実践者た ち に 共通す る

6 つ バ イ ア ス が
、 被災者 と じか に 接 して 学 ぶ とい う

機会 を奪 っ て い る た め に 、
「周 辺 」 の 本質を理解す

る こ とが極 め て 困難 に な る と指摘 して い る 。

　 6 つ の バ イ ア ス とは、（D よ か决適 に 見 て 回れ る

「場所」 が選ばれ る こ と、（2）多くの 研 究者が国際

的 に 有名な 「プ ロ ジ ェ ク ト」 を訪れ る こ と、（3）「接

触 する相手 」 は 、影響力を持 つ エ リ
ー

トと呼 ばれ る

現地 の り
一

ダ
ー

で あ る こ と、（4）調査 は 最も困難な

時期 の 雨季を避けた僅か な 「乾季」 の 間や 、白 らの

休暇 に合わせ て行われ 6 ，，（5） 「礼儀正 し さや臆病

さ」 は 、研究者 の エ リー トに 対する 気遣 い 、つ ま り

「礼儀 正 し さ」に よ っ て 貧困 に 向 き合 うこ と に 消極

的、つ ま り 「臆病 」 に な る 。 （6）研究者 は それま で

の 教育 と経験に よ っ て、専門性 の 光が照 らす中に 見

え る もの だ け を検証 する よ うに 訓練 され て きたた

め 、「専門分野 」 の 外に あ る も の は 見えず、見 よ う

とする こ と もない 。

　すべ て の 研 究者 が
、

こ れ らの バ イ ア ス を持 っ て い

る と は 限 らな い
。

し か し 、高 い 地 位に引寄 せ られ る

専門家や研究者た ちは 、 名 声や 報酬 と ともに権 力を

強化する働きを持 つ
。

こ の 求心力 に よ っ て さら に 多

くの 人材や資金 が、
一

方 の 極 に あ る 低 い 地位を与 え

られ た 「周 辺 」 か ら 「中心 」 に 引寄せ られ て い く。

研 究者
．
に は、自分 た ちに 優れ た 知 識や高 い 地 位 が 備

わ っ て い る と 考 え る 傲慢 さ が 身に つ く危 険性 が あ

る。 さ ら に 、「周 辺 」 の 現実を 知 ら な い こ と が 多 い

だ け で なく、知 らな い こ と を 知 ら な い 研 究者が い る。

　 こ う した チ ェ ン バ ー
ス の 指摘 は 、筆者を は じ め多

くの 実践者 が 直面 して きた ジ レ ン マ を 考慮す る と、

人道支援 の 領 域に お け る 研 究者や 国際援助機関の

専門 官に も共 通 す る バ イ ア ス と して 検討 す べ き重

要 な視点 と い え る。

　貫戸 （2003）は 、「中心 」 か ら発 信 され る プ ラ グ

マ チ ッ ク （Pragmatic）な 西 洋 文 明 の 限 界 を 、骨身 に

大規模 自然災害に おける人道支援の ジ レ ン マ

し み て 誰 よ りも理解 し知 っ て い る の は、 「周辺 」 の

弱者 で ある と言う。
「非主流 中の 非主流 」 を歩 ん で

きた とい う貫戸 は、プ ロ キ シ ミテ ィ （Proxi血 ty）「そ

ば に い る こ と、あ る い は そ の 場に い る こ と」 とい う

言葉を人道支援の 信条 と し て い る 。 国際 NGO に 求

め られ て い る 人 道攴援 は、「中心 」 で 考 え られ た フ

レ
ー

ム を押 し付 ける こ とで 「無意識 の 差別 」 を行 う

こ とな く、
「周辺 」 で フ レ

ー
ム を作 り上 げ、被 災者

が最 も尊重 され、被災者 自身 が 組織や 国 に 優 先す る

とい う発想 で あ る と して い る 。 貫戸 は 、組織 の ジ レ

ン マ を自覚 し なが らも医療活動 を続け、現 地 の 人 々

と
一

緒に 過 ご し た こ とを誇 りに 思 うと述 べ て い る 。

　 ド村 （2006）は 「周 辺 」 と 「中心 」 の 関係性 に っ

い て 、「プ ロ ジ ェ ク トが行われ る 現場で 悪戦 苦闘す

る 入 々 が、 ドナ
ー

と協調する場に 登場す る機会 は 、

強力な ロ
ー

カ ル NGO な どの 特殊な例 を除 い て ll艮ら

れ 、現場 の 声 よ りもテ ク ノ ク ラ
ー

トの 声 が 反 映 され

る 傾 向は 避 け られな い 」と指摘 し て い る （pp．46−47）。

また実施すべ き政策手段 に関す る交渉は 、 被災現場

の 営み か ら遠 く離れ た首都や ドナ ー
主要 国 の 国 際

会議場な どで行われ て い る 。
こ う し た ドナ ー

優位 の

ア プ ロ
ー

チ は 、結果 と して 「周辺 」 と 「中心 」 の 連

携や調 整業務 に 忙殺 さ れ る 状況 を 招 き、テ ク ノ ク ラ

ー トの 「現場 」 に 向 け る 時間 とエ ネル ギ
ー

を 大幅に

減少 さ せ る。

　 下村 は、「中心 」 に 軸 足 を 置 く こ と に よ る ク ラ ウ

デ ィ ン グ ・ア ウ ト （Crowding 　out ：排 除効果）で 見

落 と さ れ が ち な、支援ア ブ n 一
チ の 「現 場 ば なれ 」

を 「影 の 部分 」 と し て 取 り上げ問題提起 し て い る。

ま た 、国 際援助 コ ミ ュ ニ テ ィ （こ こ で は 、開発途 上

国 へ の 援助に お い て 中心的 な役割 を占 め、国際的な

議論 を主導 して きた国際機 関、先進諸 国 の 政府 、開

発 闇題 研 究者、オ ピ ニ オ ン ・リ
ー

ダ
ー、国際 NGO

な ど を 指す）の 視点 が、組織改革 を進 め る ため の 人

事異動や法案導 入 な どの 「形式的 な制度変 更」 に集

中 して い る 現実や、決 し て 1−・分 に 現場 を把握 し て い

る と は い えな い 現実 を捉 えて 、ドナ
ー

の 現場 ばなれ

を現 す典型的 な症状 と指摘 し て い る。こ う し た 「ド

ナ
ー

の 視点 の 優 越 」 と 「途上国 の 現場 か らの 遊離 」

岬 ン テ・ア学囎 V・［11 囮
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とい う 「現場 ばなれ 1 の 症状 を克服す るひ とつ の 方

策は、目本 が 積極 的 に 国際援助 コ ミ ュ ニ テ ィ の 「対

抗力 」 と な り、様 々 な機 会 を 捉 え 問題提 起 しな が ら

具体的な 対応策を 提 言 し、国際的に 発 信す る こ とで

あ る と述 べ て い る。

　 Riddell （2007） は、イ ン ドネ シ ア の 津波 を事例 と

して 取 り上 げ、大規模 自然災害時 に お ける緊急人道

支援 の 評価 を レ ビ ュ
ーした。支援 が 効果的 に 機 能 し

な い 大 きな 理 由 が 、被援助 国、援助機 関、国際 NGO

間 な ど 国際的な ネ ッ トワ
ーク や フ レ ーム ワ

ーク に

よ る援助 協調 の 限界 に あ る と し、新た な国際援 助機

関 の 創設 に よ る 統
一

的 な 人道支 援体 系 を 提案 して

い る。

　Riddellは ま た 、「Does 　Foreign　Aid 　Real！y　rVork2」

と い う問 い に 対す る結論 は 、現在あ る データ や 理 論

だ けで は 判断 で きず、簡単 に 総括 で き る もの で は な

い と も述 べ て い る。国際援助 機関 の コ ン デ ィ シ ョ ナ

リテ ィ や イ ン セ ン テ ィ ブ が 国際 援助 の 効 果 をそ ぐ

要因 と な り、被災 国 に マ イ ナ ス の イ ン パ ク トを 与 え

る 可 能性 を指摘 して い る。人 道支援 の ジ レ ン マ を増

大 させ 支配 し て い る 課 題 と して 、脆 弱 なガバ ナ ン ス

に よ っ て 作 りだ され る 貧 困 社会 と、ドナ ーに よ る 見

せ か けの 支援を挙 げて い る。イ ン ドシ ナ の 大規模 な

津波災害 に 供与 され た 緊急 人 道 支援 を レ ビ ュ
ーし、

被 災地 の ニ
ーズ と乖 離 し た ドナ ーの 任意 に よ っ て

支援が 実施 され た こ とか ら、期待 された成果が得 ら

れ て い な い と述べ て い る。Riddell は 、被 災地 周 辺

の ロ
ーカ ル NGO に よ っ て被災者に 直接 供与 され て

い た人道支援の 有効 性 と成果 に 着 目 し、新たな支援

体系 の 構 築 に よる 今 後 の 可 能性 を提案 して い る。

　ブ ロ
ー

マ ン （2000）は 、ジ レ ン マ か ら入 道支援を

救い 出 し うる もの と し て 、 「人道文援活 動 の 空間 」

と い う概念を提案 した。象徴的な こ の 空間 は 、現場

主義に基づ き、対話す る自由、真の 必要性 を測定す

る自由、そ して 確認 す る 自由とい う考 え方 に よ っ て 、

構 成 され て い く空 間 で あ る、、こ の 空間 は 、「周 辺 」

で 常に 擁i護 され る べ き 自由で あ り、「中心 1 に と っ

て は 不都 合な もの と言 えよ う。ブ ロ
ー

マ ン は 、「中

心 」 か ら 「独 立 性 を保 っ た めの 空間 」 を維持す る こ

囮 n ・7 ンテ・禅 襯 v・田

と が 、人道 支援 に と っ て 何 よ り も大切 な もの と し て

尊重 され な け れ ば な ら な い と の 立 場 に 立 ち、行動 空

間 を 定義す る必 要性 に つ い て 言 及 し て い る。

　野 々 山 （2007）は、人道支援 の あ り方や 捉 え方 に

関す る違 い に っ い て 、米国 と EU の 官民 連 携に 見 出

され る姿勢 を 対 比 させ な が ら課 題 を 提起 し て い る。

EU 憲法条約案は 、「域外 国 の 自然災害や人為的災

害 に 対 して 、人道上 の 必 要 に 応 じ て 支援、保護する

もの で あ り、国際法 と公 平
・中立 ・無差別 の 原 則 に

基 づ い て 行 う」 と して い る （p．200）。人 道 支援の 原

則 に は 、支援 を 必 要 とす る被災者 と の 連携以 外 に 、

現 地 に 対す る 政治 的考慮 を
・
切加 え な い とす る 方

針 が 不 ・f欠 と され 、人道支援が 「中心 」 の 政治的利

害 に 動 か され な い よ う、独 立 の 立 場 を 堅 持 す る こ と

が 重 要 で あ る と強調 され て い る。対 し米国 で は 、政

府 も民間も国 の 政治的、軍事的政策と 人道支援は 両

立 す る と の 受 け止 め 方 が 一
般 的 で あ る。EU の NGO

は 、人道 支援 に 関 わ る活動資金 の 大半 が 民間 か ら の

義捐 金 で あ るの に 対 し、米国 で は 政府 資金 に 依存す

る 部分 が 大 き い 。こ の こ とが NGO の 被災 地 に 対 す

る 活 動 姿勢 に も影響 し て い る。人 道 支援は 「個人 の

尊重 」 と い う理 念 に 基 づ く、「人 道 」 「公 平 」 「独 立 」

「中立」 の 原則 を 盾 に 政治的 な活 動 と は 明確に 区

別 され な けれ ば な ら な い 。野 々 山 は 「個」 の 果 た し

た 重 要 な 役害「」に 関 し、人道 支援 の 嚆矢 と な っ た 「ジ

ュ ネーブ条約 」 の 成立 が 、現 場 の 惨状や被災者 の 苦

難 と直 面 し た実践 者 の 証 言や提 言が 国や 国際祉 会

を動 か し、国際的 に 決議 され る国際条約や 各国政府

の 条約締結 の 原動 力 とな っ た こ とを取 り．Lげ て 言

及 し て い る。

4．実践者が対峙する 人道支援の ジ レン マ

　 こ の 節 で は 、4 人 の 人 道支援 の 実践者 に 対す る イ

ン タ ビ ュ
ー

結果 を整理す る が、そ の 前 に 、筆者 臼身

の 体験 を綴 っ て お きた い 。こ の 体 験を通 じ て 感 じた

問題 関心 が本論 の べ 一ス に な っ て い る か ら で あ る。

　筆者は 、世 界初の 奉仕ク ラ ブ 団体 R ．1 に 所 属 し、

2550地 区 の 国際奉仕委員 と し て 約 10年 間 に 百 り人

道支援に携わ っ て き た 。特に 、ピ ナ ト ゥボ火 山噴火
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の 被 災地 に 対す る 人道支援は 、1975 年 に 締結 され

た RJ の 3810地 区 と 2550地 区 の 共同地 区 友好 関係

協定書に 基 づ き、フ ィ リ ピ ン か らの 要請 を受 けて 実

施 され た もの で あ っ たが、同時 に R ．1 へ 提 山す る 国

際奉仕 活動 の 事業 報告書 に 顕著 な業績 を記す る と

い う 目的 に も合致 し て い た。

　 1991 年 に 協定書 が更新 され 、国際奉 仕委 員会 の

認 証 を うけた 2550 地 区 の 人 道支援活動 は 、さ らに

拡大 して い っ た、、 地 区 は 活勤 を支援す る 財源 と し て 、

半 ば強制 的 に 各 ク ラ ブ か ら寄付 を募 り義 捐金 を拠

出 したが、必ず し も会員
一

人 ひ と りの 理解や賛同 が

得 られた も の で は な か っ た。筆 者は被災地 の 人道支

援活 動 に 直接従事す る傍 ら、組 織本部 の 担当委員 を

兼務 して い たが、被 災者 の ニ
ーズ より R ．1 に 対す る

地 区 の 体 面 を重 視す る と い う組 織 体質 に よ っ て 、

「周 辺 」 と 「中心 」 の 狭 間 で ジ レ ン マ に陥 り、個人

の 努力が無 力化 され る 状況 に 直面 し た。 こ れ ま で 、

実践者 と して 人 道支援活動 に 深 く関わ っ て きた が 、

組 織 の 上層部に は 被災地 に 対す る 十分 な 関心 が 感

じ られ ず、熟慮 の す え R．1を退会 した。そ の 後 、国

際NGO を 現 地 に 立 ち上げ こ れ まで 支援 活動 を継 続

して い る が 、RJ は 潤沢な資金 や広範 なネ ッ トワ
ー

ク を有 して い る に も か か わ らず 、ピ ナ トゥ ボ火山噴

火 の 被災地 か ら撤退 し て い る。

　以 下 に 紹介す る 4 氏 の うち、B 氏 と D 氏 は、所

属 し て い た 組 織 か ら の 離 脱 を余儀 な くされ て い た

経験を有す る。

4−1。A 氏

　2010 年 6 月、筆者が最初 にイ ン タ ビ ュ
ーを行 っ

た A 氏 は 、国際赤 十字連盟 の 医療派遣要 員 と し て

これ ま で に イ ン ドネ シ ア の 巨大津波や ハ イ チ 大 地

震 な ど、6 力 国計 7 回 の 国際緊急人道支援に従事 し

て きた。日 本赤 卜字社は、大規模な自然災害発 生 直

後 か ら 1 ヵ 月交代 で 1 班ず っ 、ERU （Emergency

Response　Unjt緊急 対応 ユ ニ ッ ト と呼ばれ 、基礎保

健 医 療 サー ビ ス を行 う）に担当分野 を害「」当て て 、医

師や看護 師を派遣 して い る。A 氏 は十分 な治療を受

け られ な い 被 災者 をサポー
トしつ つ 、い つ 撤退す る

大規模自然災害にお け る人 道支援の ジ レン マ

か とい う 「出 凵 戦略 」 を模索せ ね ばな らな い 点、さ

らに 人 きな ジ レ ン マ と し て 、知名 度の 高い 赤 卜字に

集 中 して し ま う巨額 な義掲金 と ERU の 関係 に言及

し て い る，，特定 の 大規模 白然災害の た め に 寄せ られ

た 義捐金は、そ の 使途 目的以外に流用す る こ と や、

余剰 金と し て 留保する こ と は で きない 。組織は 、公

平 ・中立 そ して 必要 以上 の 介人 を しない と い う行動

規範 を堅持 し、資金や 支援活動を他 の 援助組織 と シ

ェ ア す る こ と は極め て 稀 で ある。A 氏 は 、継続的な

人道 支援 が求め られ て い る 重要性 を十分に 認知 し

なが ら、撤退 時期を見極め なけれ ばな らな い とい う

困難 と向き合っ て きた。国際赤十字 の 行動規範に よ

if
） て 決め ら れ た i必 要性 （needs ） の 原貝「」」 は 、被

災者 が何 を 必 要 と し て い る か に 基 づ い て 実施す る

と定め られ て い る が、様 々 な制約や 限界の な か で 無

視 され る事例も多くあ る とい う。
一

過性 の 治療 や 支

援 しか で きずに被災者 を放置 した まま、次 の ERU

に 引き継 ぐ と い うジ レ ン マ は 、実 践者が挑み続け

な けれ ばならない 「永遠 の テ ー
マ 」 と言 い 切 っ て

い た 、、

4−2．B 氏

　 ピ ナ トゥ ボ火 山噴火 被災地 の 入道支援 活動 を通

して 知 己 を得た B 氏 に は 、2010 年 10 月か ら 2011

年 1 月 に か け て イ ン タ ビ ュ
ー

を行 っ た。国際 NGO

の マ ニ ラ事務所代表 を勤 めて い た B 氏は、人道 支

援 に お け る 「周 辺 」 と 「中心 」 の ギ ャ ッ プ を、ジ レ

ン マ の 最大要因 として 挙 げ て い た。特 に被災地住 民

の 多く は現地語 で B 氏に本音 を語 る が 、被災地 の

エ リ
ー

トは 英語 で 本部 か ら派遣 され た職員 に、建 前

論を展開する とい う。本部職 員に と っ て 、最 も信 頼

すべ き情報源 とな る 相 手は被災地 の エ リ
ー

トで あ

り、住民 の 本 音に直接 触れ る機会 はほ とん どな い 。

「周 辺 」 の 人道 支援活動 に対す る評 価は、本部が 選

定 し た職員 の バ イ ア ス が か か っ た情報提 供に基づ

き 「中心」 で 行 われ る。困窮す る 「周 辺 」 の 住民 を

代弁する 実践者 の 声 は、実情 を正確 に報告す るほ ど

「中心 」 の 理解が得 られず 、組 織 の サボ
ー

トが得難

い の で あ る。B 氏は、「周辺 」 と 「中心 」 の 緊密 な

苛：
一
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連 携 に よ る 理 解 と信頼 が 不 ・∫欠 で あ る と訴 え 続 け

たが、あま り に も乖離 した 「周 辺 」 と 「中心 」 の 関

係 に 絶望 し、12 年間の 人 道支援活 動 に 終 le．符を打

ち組織 を離れ る こ と に した，、そ の 後 い くつ か の 代表

的 な国際 NGO に在籍 し、東 テ ィ モ
ー

ル や マ ラ ウ イ

の 現 地代表 を 経験 した 。イ ン タ ビ ュ
ー時 点 で は ス ー

ダ ン に 駐在 し、組織 の 主 要 プ ロ ジ ェ ク トで あ る 水資

源 を メ イ ン とす る保健 ・衛生支援に 従事 し、帰国報

告会 を行 うな ど活発 に 活動 し て い た が 、次年度の 雇

用契約 は 更新され な い と の 通 達を 受 け て い た。「中

心 」の ト ッ プ ダ ウ ン に よ っ て 突然プ ロ グ ラ ム が 変．更

さ る 事態 に 対 し、「周 辺 」 に は 反論 す る機 会や提 言

をす る 余地 さえ 与え ら れ な い と い う。B 氏 は、自ら

フ ィ ル タ
ー

をか け て 「中心 」 に情報提供 を せ ね ば な

らな い とい う、「周 辺 ］ の 実践者が抱え る ジ レ ン マ

を吐露 し て い た。

4−3．⊂氏

　2010 年 10 月 に イ ン タ ビ ュ
ー

を行 な っ た C 氏 は 、

南 ア フ リカ の 大学院 を修 ∫後 、国連ボ ラ ン テ ィ ア と

し て カ ン ボ ジ ア や ア フ リカ 諸国 な どで 人 道 支援に

携わ る。そ の 後 、国連高等弁 務官 事務所 （UNHCR ）

の 職員 と し て 、ル ワ ン ダ、ケ ニ ア 、コ ン ゴ 民 主共 和

国、ジ ュ ネーブ本部等 で 勤務す る。JICA の 国際協

力 専門員 と し て ア フ リカ の 平和構築 に 携わ り、現在

は大学で教鞭を執 っ て い る。C 氏は 「中心 」 と 「周

辺 」 を往還 し て きた 、「周辺 」 の 視点 を持 つ 研 究者

で あ り、「中心 」 か ら派遣された実践者 で あ っ た と

言 え る．

　 「中心 」 の 幹部 職員に よ る 「周 辺 」 に 対す るバ イ

ア ス につ い て の 問 い に 対 し、バ イ ア ス の 存在は疑 う

余地 の ない 事実 で あ る と し、実践者が直面するジ レ

ン マ の 大きな要因 で あ る と指摘 した。C 氏 は 、実践

者 として 「周 辺 」 で直面 し たジ レ ン マ が 、「中心 」

の 幹部職 員に共 有され る こ とは な い こ と、何 の た め

に、誰 の ため に人道支援をや っ て い る の か とい う、

組織本 来 の 使 命に 正 面か ら向き合 お うと し な い 国

際援助機関 の 現状 を大きな問題 として あげた。

囮 ：r・7 ン テ・ア学罐 v。m

4−4．D 氏

　2011 年 1 月 に イ ン タ ビ ュ
ーを 行 っ た D 氏 は 、「周

辺 1 と 「中心 」 の 視点 とい うテ ー
マ に 相応 しい 体験

を有 して い る キ ーパ ー
ソ ン の

一
人 で あ っ た 。

D 氏 は、

フ ラ ン ス の 国際的人道 支援組織 に登録 され た最初

の 日本人医師 と し て 、ス リラ ン カ 、ボ ス ニ ア ・ヘ ル

ツ ェ ゴ ビ ナ 等 の 人道医療 活動 に 従事 し た 実 践者 で

あ る。JICA の メ キ シ コ 女性健 康 プ ロ ジ ェ ク トの リ

ーダー
を経 た 後 に 、国際 NGO の プ ロ グ ラ ムデ ィ レ

ク タ
ー

を務 め 、現在 は専門医 として 、 新た な フ ィ
ー

ル ドに 立 っ て い る 。 医師 と し て の 経験か ら 、
「い ち

ば ん 苦 し ん で い る人は 、語 らない 」、
「語 る こ と は 、

苦 しみを追体験 し 白分 を拷問に か け る こ とだ か ら、

口 を閉 ざし て し ま う」 とい う。 そ して 、 自分が 向き

合 うの はあ くま で も 「現場 の ニ
ーズ 」で あ っ て 、「国

際社会 の ニ
ーズ 」 で は な い とい う。 D 氏 は、実践者

が 対 峙す る 「周 辺 1 と 「中心 」 の ジ レ ン マ に つ い

て 、医師 が 直面す る 「倫理観」 に 触 れ なが ら次 の

よ うに 語 っ て い た
。

「中 心 」 の 組織 が現場 か ら撤退

を 決定す る と き、自分 の 考 え を優先 し て 「周 辺 」 に

留 ま り医療行為 を続 ける者や 、 被災地 に 残留 し て い

る 他 の 組織 に 鞍替 え をす る医療従事者 もい る 。 特に

一
生 懸命や っ て い た 医師 ほ どジ レ ン マ に 陥 り、組織

を離脱 して 自ら理 想 とす る NGO を 立 上 げ る 人 もい

た と い う。「周 辺 」 に 寄 り添 うこ と を信条 と し て き

た 実践者の D 氏 は、「中心 」 の 幹部職員 と公 に対立

する と い う、深刻な事態 を幾度 とな く繰 り返 した結

果、組織か らの 解雇通達 を受 けて 、退職 を余儀iな く

され た 。

5．国際 NGO の組織体質と人道支援の ジ レ

　 ンマ

　実践者が直面 す る ジ レ ン マ の 背景に は 、か れ らが 所

属す る組織 の 体質が大き く関係す る と思 わ れ る。特 に、

規模や公 的資金 へ の 依存が大 き な組 織で は 「中心 」

と 「周 辺 亅 の 乖離 は 大 き くな る 傾 向があ る だ ろ う．

こ の よ うな問題 ・関心 を基 に 、人道支援に 深 く関わ

っ て きた国際 NGO を対象 に フ ィ
ー

ル ド調査 を行っ た。

　調査先を選ぶ に あた っ て は、研 究 テ
ー

マ に相応 し
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い と 思 わ れ る入道支援 を行 っ て い る国際 NGO を抽

出 し、そ の 中か ら よ り多 面的 な情報 が 得 られ る よ う、

被災地 と海 外 お よ び 国内 の 先駆的 な組織 に調査依

頼 を行 っ た。そ の 結果、ピナ トゥ ボ 火 山噴火 の 被 災

地 で 人道支援 を し て い る ロ
ーカ ル NGO と 、

フ ラ ン

ス を拠 点 に 世 界規模で 人 道 支援 を展 開す る 国際

NGO の 日本事務 所 、 そ して 55 を超 え る 国や地域で

人道 支援 を行 っ て い る 先駆的な 日本 の 認定 NPO 法

人 か ら調査受 入 の 許諾 を得 る こ とが で きた 。 主 な調

査手 法は、実際に組 織 の ボ ラ ン テ ィ ア 要員 と し て 加

わる こ とに よ る参与観察 と、組織運営 の 理念や 方針 、

財政 状況 につ い て の イ ン タ ビ ュ
ー

お よび入 于 ・f能

な
一

次資料 の 収集等 で あ っ た 。

5−1．E （ピナ トゥ ボ火 山 噴火 被災地 の ロ
ー

カ ル

　　 NGO ）

時期 ：2010年 11月 170 〜ll月 23 ロ

イ ン タ ビュ
ー

対象者 ：副代表 ・理 事

　 フ ィ リピ ン の ロ
ーカ ル NGO で あ る E は 、

1990 年

に SEC （Securities　and 　Exchange 　Commission 証券取

引委 員会登録 ）の 認証 を受 け設 立 された 。
こ れ ま で

の 顕著な人道 支援活動に 対し、各 国政府や 国際援助

機関 か ら数 々 の 賞が 授 与 され て い る 。

　E は 、
ビ ナ トゥ ボ 火 il噴 火災害 の 被 災者 ニ

ーズ に

直接 呼応す る人道 支援活 動を、他 の ロ
ーカル NGO

や DSWD と 連携 を組 みな が ら展 開 して い る。1993

年 か ら 2003 年 に 亘 り、最 も深刻な被害を 受 け た 0

歳 か ら 6 歳 の 乳幼児 （4 州 75
，
965 人、10．8％） に 対

し、
一

日 に最低 限必要な補助 栄養 摂取物 と して 105g

の 米 （約 8
，
000kg ） と油 の 供 与 を 毎 日行 っ て い た。

2000 年 を 境 に 国際的関心 や 支援が 急速に減退 す る

中で 、現在 も世界 各国 の 国際 NGO か ら物 的 ・資金

的 な サ ポ
ー

トを 受 け なが ら、
一

日 当た り約 34，000

人 の 栄養失 調 乳 幼児 に 対 し、約 3，600kg の 食糧支援

を継続 し て い る。特 に 弱者 で あ る ア エ タ 族
「’）

や女性

と 子 供を 対 象 と し た 支援プ ロ グ ラ ム に 携 わ る、救急

医 療 技術者 や保健 医 療従 事者 の 教育研 修 を重 点的

に 行 っ て い る。

　本調査 で は 、国内外 か ら 参加 した 13 の 組織や団

大規模自然災害に おける人道支援の ジ レン マ

体 の 協働 に よっ て 実施 され た、ピ ナ トゥボ 火 山噴火

災害 地域 にお ける人道 支援 プ ロ ジ ェ ク トを通 し て
、

「周辺 」 と 「中心 」 の 関係 を検討 した 。 筆者 は RJ

の 地 区国際奉仕委 員を務 め た経験 が あ るた め、E に

は国際NGO の 日本 代表 と して プ ロ ジ ェ ク トに 参加

し、人道支援物 資 の 国内調達を推 し進め る と同時 に 、

特別 免税許 可 書や物 資輸送 に伴 う航空 貨物 運 賃の

免除承 諾書を得 る た め 、関係省庁 と折衝 を行 っ た 。

さ らに、被 災地 の 自治体や ロ
ーカ ル NGO と活動領

域 に お ける合意形成 を図 っ て い く プ 卩 セ ス を検証

し、ロ ジ ス テ ィ ッ ク部 門 の サ ポ ー
ト体制や 調整な ど、

人道 支援プ ロ ジ ェ ク トが 実施 され て い くバ ッ ク グ

ラ ウ ン ドの 分析 を行 っ た 。
こ の プ ロ ジ ェ ク トは 約

10 年 に 亘 り、公 的資金や助成金 に頼 らな い イ コ
ー

ル ・パ ー
トナ

ー
に 基 づ く官民連携や 、個人寄付を主

な財 源 とする 国際 NGO との マ ル チ ラ テ ラ ル ・ネ ッ

トワ
ー

ク に よっ て 、継続的 な活動 を実現 し て い る 。

E は 、R ．t−3810地 区 か ら退会 した代表お よび事務局

長 （元 ク ラ ブ 会長 と幹事） と 、
R ．1−2550 地区を退会

し た 筆者 が 協 同 して 設 立 し た 国際 NGO と 連携 し、

目比 の 企 業や 大学 をは じ め
一

般市 民 か ら広 く、人

的 ・物 的 ・資金 的な 支援 と参加 者 を募 りな が ら、人

道支援 プ ロ ジ ェ ク トの 持続性 を保 っ て き た。E の 証

言 か ら本調 査 が 対象 と し た こ の プ ロ ジ ェ ク トは 、シ

ーム レ ス な マ ル チ ラ テ ラ ル
・ネ ッ トワーク に よ っ て 、

受益者 と ドナ
ー

双 方 と の 信頼関 係 が構築 され 、「周

辺 」 と 「中心 」 が対 峙 して きた 人 道支援 の ジ レ ン マ

か ら 自由で あ る と思 われ る。

5−2．F （フ ラ ン ス の 代表的な人道支援国際 NGO ）

時期 ：2010年 11月 30 日〜12月 3 日

イ ン タビュ
ー対象者 ：事務局長 、広報 マ ネ ジ ャ

ー、

　　　　　　　　　 フ ァ ン ドレ イ ジ ン グ　個人

　　　　　　　　　 支援者担当

　　　　　　　　　 マ ネジ ャ
ー、フ ァ ン ドレ イジ

　　　　　　　　　 ン グ 　法人 担 当マ ネジ ャ
ー、

　F は 、1980 年 に カ リス マ 的な フ ラ ン ス 人医師 に よ

っ て 設 立 され た。1970 年代末、ベ トナ ム か ら南シ

ナ海 に 大量 の 難 民 が ボ ー
トピープ ル と して 流出 し、

卿 ンi イア  就 〉・1．11 囮
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世界中 の 注 目 を集め た 際 に、フ ラ ン ス 人 医師 に よ っ

て 設 立 され た MSF は 、難民 の 救助 が領海を侵犯 す

る恐れ が あ る と、人道支援活動 を 躊 躇し た。こ れ に

対 し彼 は 大 型 船 を チ ャ
ーターし、海 上 を さ ま よ う難

民 の 救助 に 向 か っ た。 こ れ を 契機 と し て MSF を離

れ 、国際人道 医療支援活 動 を 使命 と す る、新 た な国

際NGO を 設 立 し た。そ の 後、組 織 の 活 動 も離れ て

フ ラ ン ス 政界 へ 転進 し、2008 年に は フ ラ ン ス の 外

務大 臣 と な っ た。

　 こ の 組織は 、欧米諸国や 日本な ど 16 ヵ 国 を 網羅

す る 国際ネ ッ トワーク を 通 じ て 、年 間約 1，200 人 の

医師 ・看護師の 医療ボ ラ ン テ ィ ア お よ び 、コ ーデ ィ

ネーターな ど非医療 の 寺1門家を 世界約 90 ヵ 国 に 派

遣 し、約 300 の プ ロ ジ ェ ク トを 実施 し て い る。日本

の 事務所 （本部や支部 の 名称 を 用 い な い ）は 、代表

と 事務局 長 が フ ラ ン ス 人 と い う 国 際色豊 か な雰 囲

気 の 中に 、プ ラ グマ テ ィ ソ ク （Pragmatic）な部分 が

感 じ られ る組織 で あ っ た。活動 の 基本 理 念 は 、最 も

弱 い 立場に あ る 人 々 の 人 権や 尊厳 を 侵 害す る もの 、

特 に 医 療 ヘ ア ク セ ス す る 事が難 しい 状況 に つ い て

「証言 」 す る活動 を使命 と し て い る。また、政策決

定 に 携 わ る 人 々 へ 訴 え か け る 、 「政 策 提 言

（Advocacy ）活動 」 も積極的 に 行 っ て い る。

　本調査 で は ボラ ン テ ィ ア 要員 と し て 参加 し、フ ラ

ン ス 本部か ら送付され て き た ミ ッ シ ョ ン 概要 の 翻

訳 を行い 、イ ベ ン ト開催に関連す る企業との 経 費見

積 も り交渉 を担当、事務局長 や広報責任者 が 集 結す

る NGO 広報連絡会議 に 同席す る な どの 機 会が 与 え

ら れ た。ま た 、法人 ・個人 を対象と す る フ ァ ン ドレ

イ ジ ン グや メ デ ィ ア 戦略会議に も出席す る様 々 な

機会を得、多岐に 亘 り参与観察を行 うこ と が で きた 。

国内外の 主要な国際NGO が参加 した 会議で は 、議

事録の 作成 を担当 し、議題 とな っ た メデ ィ ア を媒体

と す る広報 ・周知活動に関す る議論 の 整理を行 っ た。

　 こ うした 参与観察か ら、以下 の こ とが 明 らか とな

っ た 。組織を代 表す る参加者 の 関 心 事は、メデ ィ ア

を 活用 した 「資金調 達」 と 「支援者拡大 」 が 中 心 と

な り、プ ロ ジ ェ ク トの 内容に つ い て 具体的な議 論 が

され る こ と は なか っ た。組織が 独 自に 行 う広報活動

囮 岬 ンitア  就 V。 Ll1

は 、個 々 の 組織 に依拠 し た バ イ ア ス 傾 向が強 く、国

際 NGO 全体 の 周知 目 的を阻害す る 要因 と して 指摘

され て い た 。今回 の 会議で は 、被災現場 をオ ン タイ

ム で伝播す る メ デ ィ ア の イ ン パ ク トや難 し さ等 に

つ い て検討 され て い た が、被 災地や被 災者 に 対す る

視点 は ほ とん ど感 じ られ ず 、議題 に 上 る こ ともな か

っ た。F が重視 し て い る 当面 の 課題 は 、組 織が
一体

と な っ た 「資金調 達 」 と 「支援者拡大 」 で あ っ た。

5−3．G （先駆的な 日本の 認定 NPO 法人）

時期 ： 2011年 1 月 17 日〜1月 21H

イ ン タビュ
ー対象者 ：理 事 ・事務局 次長、シ ニ ア ・

コ ーデ ィ ネーター　広報 ・支援者 担当

　G は 、1979年に 当時 の イ ン ドン ナ 難 民 支援を 目

的 と し て 設 立 され た 市 民 団 体 で あ る。当初 の 目 的 は

口本 に 来 る 難 民 の 攴援 に あ っ たが、そ の 後 カ ン ボ ジ

ア の 難 民 キ ャ ン プ 等 で 支援 を開始 す るu 旧 ユ
ーゴ 紛

争や ア ン ゴ ラ 難 民 の 支援 、白然 災害 の 緊急支援 、地

雷対策 な ど、多く の 国や地域で 人 道支援活 動 を行 う。

組織 は 、中東 ・ア ジ ア 諸国や ア フ リカ に 駐 在員事務

所 を置き、マ ラ リ ア ・エ イ ズ 感 染症対策 ・小 型武器

問題 に も取 り組 ん で い る。

　本 調査 で は 、組織 の 最 も コ ア な管理責任 者 で あ る

事務局や 、広報 ・支援者を担 当す る責任者 に対す る

イ ン タ ビ ュ
ー

と、関連 す るデー
タ の 収集 を行な っ た。

G が最 も関心 を寄 せ 重視 して い る 課題 は、財源 とな

る 資金 の 調達 と人 材確 保 とい う国内活動 で あ っ た。

公 的資金や助 成金 に よ る 人 道支援 の 拡人 に 伴 い 、

「周辺 」の プ ロ ジ ェ ク トに 従事す る 実践者 の リクル

ー
トと雇用 が 課題 となっ て い た 。た だ し、関係者 の

証言 か ら、人道支援に携わる 「周辺 」 の 実践者に 対

す る評価は、被災地 と殆 ど直接触れ る機会が ない

「中心 」 の 幹部職 員に よ っ て 行われ 、雇用 契約 の 可

舎 が 決 め られ て い く傾向 が 強 い と推測 され た。

　以上、国際NGO で 実施 し た フ ィ
ー

ル ド調 査の 概

要 につ い て 述べ て きた。

　E は、人道支援の ジ レ ン マ を克服す る ため に積極的

な 協働 を図 り、 「周 辺 」 と 「中心 」 、被災地 と ドナ
ー

の 双方向に 信頼 の ネ ッ トワ
ー

ク を構築 し、ピナ トゥ ボ
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大規模 自然災害 における人道支援の ジ レン マ

支援におけ る 中核的な役割を担っ て い た。多面的な連

携 に よっ て 構築 された シ
ー

ム レ ス な支援プ ロ グ ラム

は、よ り効果 的 ・効 率的な人道支援 を促進 させ る もの

で あ っ た。F と G は 、シ ン ボ リッ ク なカ リス マ 的 リ
ー

ダーを 「中心」 に 配 し、官民 連携 の 強化 とメデ ィ ア の

活用 に よ っ て 組織 の 拡大 を図 っ て きた。両組織 は、運

用基盤 の 強化 に 必要な 「資金調達」 が 国内活動 の 優先

事項 とな り、事業拡 大 に伴 う実践者 の リクル
ー

ト問題

が、直面 す る共通課題 とな っ て い た。

6．ま とめ と今後の課題

　 国際 NGO は ドナ ー （援助国や 国際援助機 関） の

公 的資金や助成金、及 び 企業 や 市民 に よ る 寄付等 の

民 間資金 に よ っ て 、人 道 支援活動 を行 っ て い る。資

金 を 提供する 側 を 「中心 」 と す る と、ドナ
ー

か らの

人 的 ・物的 ・資金的 支援を 必 要 と す る被 災者 や被 災

地 域、そ して n 一カ ル NGO は 、こ う した 支援 を受

け る 「周 辺 」 に位置 して い る。国 際 NGO と実践者

は、「中心 」 の ドナ ー
と 「周 辺 」 の 被災者 の 両方 と

向 き合 うこ と になる。

　 国際 NGO に課 せ られた本来 の 使命 と は、政府や

国際機 関 が成 し えな い 初動 の 緊急人道支援か ら、中

期 的な復 「日・復興支援、さらに 長期 的な開発協力 に

至 る まで 、時間や領域 に と らわ れ る事 の な い 、シ
ー

ム レ ス な人道支援活動を継続する こ とで あ ろ う。国

際NGO は 、政治的 ・社会的カ ウン ターパ ワ
ーと し

て 、ドナ ー主要 国や国際援助機関な ど の 「中心 」 に

対す る抑制力や、ア ドボ カ シ
ー機能を果 たす使命 も

あ る と考え られ る。し か し、「中心 」 の 力 が強 くな

る と、「周 辺 」 に お け るア ク タ ーと して の 抑制力 を

失 い 、援助政策を補完す る ドナ ー
重視 の 連携を余儀

な くされ る傾向 が 強ま るで あ ろ う。

　 こ の 様 な 「中 心 」 に 依拠 し た 国際 NGO の 運用体

制 「で 行われ る人道支援 は、実践者を よ り
一

層 「周

辺 」 に位 置 づ けて し ま う従属的な構造を形成する恐

tしカ：づ重ミし、。

〔出所｝筆者作成

→ 人 的援助 ・物的撞助
・資金 的援助の 流動 を衷 づ、，

一軽 隣 際 NGO が 1中 心 ］と 対崗つ る ジ ン ン マ．
踊蝕 爽 践者 が［周 辺］と雄峙 寸 る ジ レ ン マ ．

図 1 国際 NGO と実践者が対峙す るジ レン マ の 構図
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仲 田 和正

　 主 に 実践者や国際 NGO が 対峙す る ジ レ ン マ を、

「周辺 」 と 「中心 」 の 視点か ら検 討 し、図形化 を試

み た （図 1 を参照）。

　 今回 の イ ン タ ビ ュ
ー

調査 か ら、人道支援 に関わ る

実践者が対峙 し て きたジ レ ン マ の 特質 と背景に 関

して 、確定的な こ と は 言 えない ま で も、一
定 の 問題

状況が把握出来た こ とを踏まえ、今後 の 課題 に つ い

て 検討し た い 。

　 実践者は 「周辺 」 の 被災者に 寄 り添 い 、実践者 が

所属する国際 NGO は 「中心 」 の ドナ
ー

を重視 す る

とい う、大きなギ ャ ッ プ が 人道支援 の 領域 に 存 在 し

て い る と思わ れ る。す なわ ち国際 NGO の 組織 内 の

分裂が 、実践段 階にお け る ジ レ ン マ と し て 感 じ られ

る の で ある。イ ン タ ビ ュ
ー

を し た実践 者 た ち は 、被

災者 の ニ
ーズを具現化 す る 役割 を担 い なが ら、「周

辺 j と 「中心 」 の 遊離 した国際 NGO の 方針決 定過

程 と乖離せ ざるを得 ない の で あ る。B 氏が指摘す る

よ うに被災地 の 住 民 は 現地語 で 実 践者 に本音を 語

る が、「中心 」 か ら派遣 され た幹 部職員に は 、被災

地 の エ リ
ー

トが英語 で 建前論 を展 開す る ケ
ー

ス が

多 い の で あ る。国際 NGO の 幹部職員 に とっ て 、信

頼す べ き情報源は 被災地 の エ リ
ー

トで あ り、住民 の

本音 を直接聴 く機会は ほ と ん どない とい う。人道支

援活動 に対す る評価は 、派遣 され た 幹部職員 の バ イ

ア ス がかか っ た情報提供に 基づ い て 「中心 」 で 行わ

れ 、「周辺 」 の 本音を代弁する実践者 の 声 が 重視 さ

れ る こ とはな か っ た とい う。

　D 氏 は 、「中心 」 か ら発信 され る 人道支援 の 限界

を誰 よ りも理解 し、そ の 限界を骨身 に し み て 知 っ て

い るの は 「周辺 」 の 被災者 で あ る とい う。「周 辺 」

と 「中心 」 を考 える と、「周 辺 」 の 被災者が最も尊

重 され るこ と こ そが、国際 NGO に 求め られ て い る

人道支援だ と訴 え て い た。

　ま た 、フ ィ
ー

ル ド調査 にお ける、ア ニ ュ ア ル リポ

ー
トの収支計算書 （プ ロ ジ ェ ク ト費 明細）や参 与観

察の結果か ら、人道支援 の 優先事項 は、財源 とな る

資金 の 性質に よ っ て 決定 され る傾 向が強 い と言え

る の で は な い か と思わ れ る。それ ゆえ、国際 NGO

は プ ロ ジ ェ ク トや 実践者 の 雇用な ど、資金 の 使 途 目

匝 w ンテ・ア学蹴 v。ト．11

的 に 直接 制約 を受 け な い
一

般寄付 の 拡大 を 図 る こ

とが、人 道支援の ジ レ ン マ か ら脱 出 し うる喫緊 の 課

題 と思われ た。
一

方、日本 で は 大規模な 自然災害発

生 時 に お け る 般 寄付 の 多 く が、知名度 の 高 い 日本

赤十 字社や 、H 本 ユ ニ セ フ協会な ど に贈 られ る傾向

があ る。JANIC （2005）は 、ス マ トラ 島沖大 地 震 ・

イ ン ド洋 大津波に集め られ た 寄付 の 実態 に つ い て 、

2005年 3 月 時点 で 日本赤 1・字仕 が 約 80 億 円、日本

ユ ニ セ フ 協会が 約 27 億 円を 集 め た の に 対 し、日本

の NPO （NGO ） 29 団体の 合計 は 約 9 億 円で あ っ た

とい う、調査結果 を 明 ら か に し て い る。

　 ロ ーカ ル NGO の E は、マ ル チ ラテ ラル ・ネ ッ ト

ワーク の 中核 を担 うこ とに よっ て 、 国際 NGO の ジ

レ ン マ を克服 し、シ
ー

ム レ ス な人道支援活動 の 継続

が 可能 で あ る と し て い る。多 くの 国際 NGO が ピ ナ

ト ゥ ボ 火 山噴火 の 被災 地 か ら撤退す る 中で 、 「周

辺 」 の ロ
ーカ ル NGO が 実践 して きた持続可 能な人

道支援 を構成す る要件に つ い て、今後さらに検証 を

進 め る必要 が あ ろ う。

　人 道 支援 の 「周 辺 」 と 「中心 」 とい う 2 つ の 領域

に お い て 、実践者 の 視座 は と もす る と研究者 の 議論

と対 立する と 思 わ れ が ち で あるが 、現場 か ら得 られ

る 豊富なデ
ー

タ に 基 づ く実証的な提言 は 、 学術的研

究分野 に お い て も重要 で あると思われ る 。 人道支援

に 関 わ る実践者 と 研 究者 に よ っ て 議 論を深 め て い

くこ とが、今後 の 研 究 を進 化 させ て い くため に 極 め

て 肝要 とな る で あ ろ う。

【注】

1） 199互年 6 月 12 日、フ ィ リ ピ ン の ル ソ ン 島サ ン

　 バ レ ス ・バ タ
ー

ン ・パ ン パ ン ガ 州 の 境界 上 に 位

　 置す る ピナ トゥ ボ火 山 は 611年ぶ りに 大噴火 を

　 起 こ し、200 万 人以 上 が被災す る 20世紀最大規

　 模の 被害をもた ら した （PBSP 　1991）。

2） 巨大 モ ン ス
ー

ン の 豪雨 に よ っ て 発 生 し た 大規

　 模なラハ
ー

ル （泥流 70−80kmnhr） は 、マ ニ ラ 北

　 西部の 40   四方に位置す る 町 や村を埋 没 させ 、

　 米国最大規模 の 海外軍事施設 で あ る ク ラーク 空

　 軍 （沖縄米軍基 地総面積 の 2 倍） と ス
ー

ビ ッ ク
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　 海 軍 の 両 基 地 に 岳 大 な 被 害 を も た ら し た

　　（Newhall＆ Punongbayan　l996）。

3）ア エ タ族は 、約 2 万 年前に フ ィ リ ピ ン に 渡来 し

　 て き た と 言わ れ 、縮毛 ・
低身長

・
暗褐色 の 肌 が

　 身体 的な特徴を持 っ ネグ リ
ー

ト系 の 先住民族 で

　 ピ ナ ト ゥボ火 山 を中 心 とす る 山間部に 点在 し て

　 居住 し て い る （ACTION 　2011）。
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The Dilemma  of  Humanitarian Aid for Natural Disasters
The Peripheral and  Core Views  ofthe  lssues

Kazumasa  NAKADA
(UtsunomiyaUniversity)

Key Word  : humanitarian aid, dilemmas, peripheral and  core  , international ngo

This paper reviews  the empirical  challenges  in the trend of  previous studies  and  research  related  to humanitarian aid  for

extensive  natura]  disasters, and  with  int¢ rviews  of  actual  practitioners about  the dilemmas ofhumanitarian  assistance  and

the consideration  ofthe  addition  of  an  International NGO  in Field Surveys.

The  practitioners from tbe International NGO  were  involved in a  disaster area  with  multiple  and  relative  donors responding

to the needs  ofvictims  who  had requested  humanitarian aid  from the organization.  Clear indications of  the factors behind

the dilemma appeared  as  well  as  the understanding  of  the perspective view  of  the victim$  and  donors with  respect  to the

L`Peripheral'i

 and  
`"Core"

 of  their importance to humanitarian aid.  The point of  view  based approach  to humanitarian

activities  and  funds, organizational  theory, and  the issues of  public-private partnerships were  requjred  to accumulate

indispensable theoretical and  cmpirical  data.

This paper conducted  a  study  and  analysis  to clarify  the basis of  a  diiemma as  viewed  from the "Peripheral'i
 and  

C`Core"

perspective which  was  based on  the data obtained  from research  and  practice in the testimony ofan  International NGO.
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