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緊急救援の五つの要素

　私たちが力を入れているこ1:に緊急救援

活動があ゛りまjす。これは究極の親切運動と

言･七)てもlfかしくないと思います。日本で

は過去に1､いて緊急救援が盛んでjまありま

せんでしたt｡、重きを置いてこなか･ったわ

けですが､、それぱなぜか１考えてみる1、

i､φ必4え方､ﾐ屁､方の随題になｉんじやな

いでしょうか。　｡｡｡･･｡　　　　　･･･

　私たちは、日常生活で人権という概念に

あまり接する工とがありません。ところが

国際社会では、人権というのは常識にな‾､っ

ています。歴史をさかのぽ。てみると、そ

のときの最も強い国の考え方が世界の常識

1ﾆなるという事実があり、現在は国連の安

全保障理事会の常在理事国が世界の強国と

い･われています。中でも大きな影響力を

待めているのはアメ｡-ジカ、イギ｡リス、フラ

ンスですね。じやあ、これらの国の共通点

はlﾑいう1:、タジズチャニズ･ムで七………=これ

をよく理解しないと、目|ﾆ見えな4ヽ.世界g）

基準から外れてしまうことになります。

　　タジスチャこズムで何が一番大事かEい

う1:、人権です。それが具体的にどうぃう

ところて'、どんなかたちて″表れているかと
１

いうことを考えた場合､と･z､－マニズム(人

間愛)、レスポンシピリテ４－(責任)、フェ

アjヽス(公平さ)1:ぴう･目に見えない三つの

ことが常に検証されるわけです。

湾岸戦争の際､日本は130億ドルを出した

｡にもかかわらずiクウ４－卜がアメリカの

｣新聞|ﾆ掲載した感謝広告には日本の名前が
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An area on whjch our organisation is

focusing is that of emergency aid. lt js

no exaggeration to say that it js the

ultimate kjndness movement. Emer･

gency aid hi.S riot=traditionally been a

maitlstrelim activity･in Japan， and jt

has been given little weight. l would

suggest the teasons are way of think･

ing and attitude.

Theiiverage Japanese has litt】edayto

day cQiltaとtwith the concept of human

rights.lnth{1internationalcommunity，

howiver,hUnian rights are a matter of

colirse･.A rllvjew of history shows that

it is the thinking of the strongest

natiolisofthe time which determines the

norms to which the world ascribes.

Today it is the permanent. member

nations of the UN Security Council

which are the world's powers， andin

particu】arjt is America， England and

France which have the greatest influ-

ence. The common thread linking

these three nations is Christjanity. lf

one failsto understand that，oneisex･

cluded from the invisible standards

which exist in today's world.

Thesing】e most important element of

Christianity is human rights. lf we

considerinexactlywhatcircumstances

and in whatform huma! rightsemerge，

we are able to immedjately identify

three underlying conceljts; humanitar･

lanism,responsibility,and fairness.

Even though Japan contributed USS I3

binion to the Gulf lVar effort， the

name,Japan was not included in a 】ist

of nations advertjsed jn the American

press to which Kuwait expressed its

gratitude.What we learn from that is

that in this day and age there is a

norm that is beyond priceJwou】d

suggest that that price】essnorm js the

.concept of human rights.

Converse】y,Rwandan refugees fled to ●

Zaire in May of 】astyear, and in a very　l

short time countless numbers of people

succumbed to mutt】alaCts ofslaughtir.

The Japanese Self Defense Forces

entered the arena jn autumn, and were

not subject to the criticism received 一一

during the Gulf lVar. l see this as an

example of the way in which humani･

tarianism－one element of human

rights一must be expressed to be

recognised.Perhap芦wecould say that

humanitarianism means taking part.

Dりring the Gulf War, had Japan par･

ticjpated一jnnomatter whatmanner－

l feel we would have come c】oser to

assuming a humanitarian form. The

upshot is that whether or not a nation

has a system of emergency aid is seen

as an embodjment of that natjon's



なかったということがありました。このこ

とから、今の世の中にはお金では買えない

常識があるんだということを学ばなければ

なりません｡お金では買えない常識､それが

人権という考え方ではないかと思います。

　逆に昨年５月、ノレワンダ難民がザイール

に逃げ込み、短期間に非常に多くの人が殺

し合いで亡くなりました。日本の自衛隊が

現地入りしたのは秋ごろでしたが、湾岸戦

争時のような非難は出ませんでした。これ

は人権の一つの要素であるヒューマニズム

をどうぃうかたちで表せば納得してもらえ

るか、という例だと思います。ヒューマニ

ズムとは参加すること、という定義がある

んじやないでしょうか｡湾岸戦争のときも、

どうぃう形式でもい1‘ヽから参加していれ

ばヽ、ビーフニズムに近づいたかたちにな

っていたという気がします。結論として言

えるのは、緊急救援システムをもっている

かどうかが国の良心とし'て問われていると

いうごとです。

　私たちは1991年以来、数々の緊急救援活

動に参加してきましたが、非常に難しいの

はこの活動というのは自分が善意の気持ち

consd･11nce.

Since･19･91 we have participated in

miny emei‘genCy ajd efforts,butthe

djfficulty is that=such activities are

n(jt ones in which one can simply

engage with good intentions. l define

emergency aid activity as a system，

and have come to understand it to be

a system which in its implementation

requires five elements.

The firstis close liaison with UN or-

ganisations.ln the absence of close

liaison with the UN･ High Commis-

sioner for Refugees who has control

of the refugee camps, it jsnot possible

to be effective wjthin the camps.

The second element is liaison with the

government of the nation. There are

borders to medicine and taxes， and

wherever people live and to wherever

they move, sovereign rights attach.

Should one enter a country， it is

incumbent upon the medical practi-

tionerto carry out his or her activities

in harmony with and without violat-

ingthe】aws of the nation.

The third element is the importance of

embarking while maintaining close

dialogue and ilnclose liaison･.withthe

Japanese government.

Another point to note is that the lives

of refugees ate in tatters. Theythere-

を持っていればそれだけでできるのではな

いという点です。私は緊急救援活動はひと

つのシステムだという定義をしているので

すが、このシステムを動かすには五つの要

素をクリアすることが大切だとわかってき

ました。

　まず第一に、国連機関との密接な連絡で

す。難民キャンプをコントロールする国連

難民高等弁務官と密接な連絡をとらない

ど、キャンプではいい活動ができません。

二つ目には、その国の政府と連絡をとるこ

と。医療と税金には国境があり、人間の住

むところはどこへ行っても国家主権が伴い

ます。その国へ行ったら、その国の法律を

侵さないように協調しながら医療行為を展

開するということが必要になってきます。

三つ目には、日本政府と密接な話し合いを

し、連携しながら出ていくということが大

fore do not require medical care

alone,.･but have need of food,.water,jn

short,al】the means by which to rebuild

their lives. The fourth element is the

need for affjljations between NGOs.

The fifth point is that one must win the

understanding and the cooperation of

one's sponsors， the people of Japan.

WithoutanaffiljationwiththeJapanese

people,anyundertakingwm befraught

wjthbothpeopleandfinancialprob】ems.

The other thing l have learnt from

becoming jnvolved in emergency aid

efforts js that the desire to participate

in humanitarian support is common to

people througholit the world. Thereis

a tendency to look down upon and

criticise those who are the recipients

of aid, but l found if l rea】ly listened, I

could hear them expressing the desire

to have been able to extend humani-

tarian support, even though they were

denied the chance. lf we lose sight of

that fact we are in danger of indu】ging

切です。また、難民は生活全体が破壊され

ていますから、ただ医療だけを必要として

いるのではなく食料も水も、生活再建には

すべてが必要です。四つ目として、ＮＧＯ

間の連携が必要となるわけです。さらに五

つ目にスポンサーである国民の皆さんの理

解と協力を得られるような方法、あるいは

連携がないと、人的な面でも、財政面でも

難しいですね。

　さらにこの活動をやり始めて気づいたこ

とは、人道援助に参加したいというのが世

界中の人の気持ちであるということです。

援助される側の人々をとかく低く見て批判

しがちですが､'実際に彼らの声を間いてみ

ると、白分たちにはチャンスがなかったが

人道援助には参加したいんだと言うわけで

す。これを忘れると、私たちは自分の中に

何らかの奢りを持ってしまいます。また、

ourSelves.〉　　≒　　回　ダ　　……

The.otber important thing in emer-

gency aid is timini l would suggest

that the key point here is that good

timing is a function of having in place

a system which may be mobiljsed at

short notice.

A contribulion based on th8 princi･

ple of mulual aid

There are thjngs to respect in and

learn from nations and peoples which

place importance on human rights and

which respond rapidly to the need for

emergency aid. Does that mean, there-

fore,that a nation or people which is

unacquainted Wjth the philosophy of

humanrightsisincapableofemergenCy

or humanitarian aid? l think not.

Thereisanotherelementto emergency

aid in addition to that of the human

rights philosophy, and that－l would

propose－is the concept of mutual ajd.



こめ緊急救援というのはタイミングが大切

です｡タ･fミンダがいいというこ1:は､日ご

ろからそれだけのシステムをつく･って保持

し、いざというときに速やかにそのシステ

ムが稼働するというところまで準備してif

（1いうのがポ４ントlﾆなると思います。

相互扶助思想に基づく貢献

　人権を大切にしている国、民族の驚急救

援への速やかな反応には尊敬し、見倣うも

のがあります。では、人権思想に疎い国、

民族は緊急敏捷活動、人道援助ができない

のでしょうか。そうではない1:息います。

緊急救援にlt‥人権思想に加えてもう一つ

レのコンセプlヽ、相互扶助という思想がある

ことを提唱します。人権思想が魂の救済を

考える思想なら、相互扶助思想は生活をど

うしていくかという生活の思想です。私た

･ち８本人は、どちらかという｡と相互扶助思

想に親しみを感じるし√その方が動きやす

l’ヽのぞす。人権思想で動きやすい人はどん

どん人権思想で動き、相互扶助思想の方が

　わかりやすい人はそちらの方で動いてい

く。その方が人道援助はより有効に行♭れ

　lfthi philosophy of human rights is a

　philosophy which considers the saving

　dfspirit,thentl!e philosophy of mutual

　ajdis a 油ilosophy of living which is

　bas=4d Qn how 6ne should live. Wil

　･japaneii teld 叫feel an affinjtyﾚ=1�＼

　thiphi19St)phyIOf mUtUal'aidand find －

　jt=eaiier･tQlmOvi fromt㎞U)r＆lise.

　<Peop!eWholindTitiasier to move froi

　the premise of a h121filanrights philoso-

　phy shou!d move from that premise;

　those who find it easier to understand a

　philosophy of mutual aid should move

　from the mutual aid premiSe. S一hail

　approach win， l suggest， manifest

　more effective humanitarian aid.

ln this resl)ect,1 1earnt much from the

　experience of the Great Hinshin･Awaji

　Earthquake.l think there Werethrie

レkey themes to the earthquake; tbe

fact that everyone in Japan w卸tφdto

　do something to help， the factﾌthat

‘･ther'e was a social
awareness that

　NGOs can be useful, and the fact that

　there were offers of help from ibroad.

　Let us look at'one of these; the fact

　that everyone in Japan wanted to do

　someihing to help. The earthquake o9

　0kushiri lsland and the volcanic

　explosions of unzen-Fugendake saw

　the mobilisation of a multitude of Vol-

　unteers,but the response was not on

るのではないでしょうか。

　このことについては､私自身､先の阪神･

淡路大震災がとても勉強になりました。阪

神・淡路大賞災では三つのキーワードがあ

ったと思います。日水中の皆が何かしたか

ったということ､NGOが意外に役立つとい

う社仝的認知を受けたこと、そして海外か

ら支援申し込みがあったことです。

　その中の一つ、日水中の皆が何かしたか

ったのはなぜかと考えてみます｡'先の奥尻

島や雲仙・普賢岳の災害でもたくさんのボ

ランティアが動きましたが、今回のように

日本中が何かしたかったという反応ではあ

りませんでした。その決定的な違いは神戸

を知っている人が、神戸と関わりを持って

いる人が、日本中にいたということじやな

いでしょうか。簡単に言えば、ほっとけな

い状況が出た出ないという人権思想より、

知っているかいないかという相互扶助思想

に近い動き方ではなかったかと思います。

そういう意味でも、日本は相互扶助思想と

いうものをもっと深め、一般化して、それ

にそうて世界に対していろいろな貢献をし

ていくのが非常にいいやり方になるのでは

the scale of KQbe where a】lof Japan

wanted to do something. The funda-

mental difference, l think， was that

thefiwere･people who knew Kobe，

peoplewho had some link with Kobe，

loc一ed throughout Jai)an.

Putgimp】y,rather than the emergence

or otherwise of a human rights philos-

ophy founded on an ability to simply

leave things be, what l think we saw

was a move which was akin to the

mutual aid philosophy of knowledge

or lack of it.ln that sense als0, 1think

ないかと思います。

　阪神・淡路大震災の二つ目のキーワード

であるNGOにしても、日本のNGOは相互

扶助思想というものを深く身につけていま

す。日本政府は先ごろ、経済社会理事会を

もっと充実させていく方向で国連を支援し

たいという国連戦略を出しました。経済社

会理事会というのは、国際社会から貧困を

なくそうというのが一つのポイントであ

り、日本のNGOが一番得意なのがこの経済

社会理事会に属する分野の活動です。相互

扶助思想を身につけていますから、相手の

村に入り、生活の中に入り込んで、ファミ

リーの一員として活動することが極めて自

然にできます。これは日本のNGOの特徴で

もあるのです。

　貧困をなくす活動というのは、生活水準

を上げるためにどうしたらいいのかという

ことを相手と一緒に考え、一緒に努力して

いくもので､この開発型のNGOは相手の立

場からもとても大きな財産です。これから

は日本政府と開発型のNGOとが連携しな

がら貧困を･なくす方向で活動し、そのなか

で緊急救援を要することがあれば、ときを

the areas of influence of the Council.

Because they asとribe to tbe philoso-

phy of mutua】aid，they a;fきable to

enter vmages， enter lives, 911U quite

natural】y assumi! a workingi･�easa

member of the family. This ability is

a fe4ture of Japanese NGOs.

Activities to eliminate poverty are

based on thinking and working with

theaid recipient to decide what can

best be done to raise living standards.

This ityle of development-oriented

ﾚNGO is also a significant asset from
一一一一一一一一一一一一
itentirelyappropriatethatJapan　　tbeotherparty'spointofview.

should extend the philosophy of･　　SbQuld thire emerge a development･

mutualaid,make ita general concept， レヽori,entedNGO which links With the

and follow its precepts in making il

Variety of contributions to the world.

NGOs were the sec(jnd theme of the

Great Hanshin-Awaji Earthquake，

and Japan's NGOs received a profound

lesson in the philosophy of mutual aid.:

The Japanese government has recent-

ly gone on record with its strategy to

support the UN by contributing to the

effectiveness of the Economic and

　y Japaheseg6vernmentt(j elitnhiate

:lpOVerty，aねd lS reqUired in that,COn-

　lt鴎t to (jfler emergency ajd，lwould

ニ!ose no time in leaping to join tbertl.I

尚be!ieve Japan can contribute exten･

　sively to the intemational community

　by weaving deve】opment and emer-

　gency aid together. lf in the coilrse of

　developing a range of projects， the

　　wonderful western pbilost)phy of

Social Council. The Economic and

Social Council has as part of its char’

ter the elimination of poverty from

the international community， and

Japanese NGOs are most adept in

activities which are of relevance to･

humlan rightslwere to be seasoned

with the philosophy of mutual aid，it･

should become a much simpler matter

to make co･existence and peace real-

ities.



移さず飛んでいく。開発と緊急救援の両方　　るから、もう帰ってくれ」と言うんです。

を織り交ぜていくことで、日本は国際社会　　そこで、私たちが「阪神大震災のときにロ

にどんどん貢献できると思いま｡す｡そして、　　シアからいろいろ支援をしてもらって音感

欧米が持ってぃるすばらしぃ人権思想に相　　謝している。似たようなことがサハリンで

互扶助思想を加味しながらいろいろなプロ　　起こり、日本人は皆、何かしたいと思゛って

ジェクトを展開してぃけば、共生と平和は　　いる。何が必要なのか、その調査も兼ねて

実現しやすいのではなぃでしょうか。　　　　きたんです」と説明すると、途端に「どう

　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　ぞ」となるわけです。親切というのは万国人道援助大国を目標に　　　　共通だし、わかりやすぃし、人道援助の一

　また、今回の蔵災の三つ目のキーワード　　番のエッセンスになると思ぃました。

が世界100数カ国からの支援です｡その中に　　　　そう考えますと、私たちは支援してくれ

は当然、欧米のような人権思想もありまし　　た国をすべてリストアップし、その国で何

たが、アジアやアフリカのように日ごろお　　かあったときには日本として何らかのアク

世話になってぃるからこの際にお返ししよ　　　ションを起こしていくことが必要だと思い

うという相互扶助的な考え方もありまし　　ます。そうぃう緊急救援をお互いに繰り返

た。サハリンで地震が起こったとき、私た　　していくうちに、互いの国民の中に「あの

ちもすぐにユジノサハジンスク空港へ飛び　　国はぃざとぃうときには何かしてくれる」

ました。しかし「医者とか看護婦は十分ぃ　　とりう信頼感が育っていく。それが平和を

Aspire to b8 a humanitarian aid

superpow8「

The third theme of the earthquake

experience was the support of a hundred

or more of the world’s nations. Among

them were, of course, nations such as

those of Europe and America which

ascribe to human rights philosophies.

There were also, however,nations of

Africa and Asia who saw an opportu-

nity to repay recent assistance from

Japan,in the spirit of mutual aid.

IVhen the earthquake hit Sakhalin, we

flewimmediately to the Yuzhno-

Sakhalinsk Airport. XVe were met，

however,with･Vehavemorethanenough

doctors and nurses, please go home.”

W11en we explained: “XVhen the Great

Hanshin-Awaji Earthqake hit, Russia

gave us extensive support and everyone

was grateful. Sakhalin has met a simi-

larfate,and allof the Japanese people

want to do something. VVe are also

here to find out what is needed”，sud-

denly the response was “Please, you

are welcome.”l felt at that moment

that kindness is common to aII

nations,it is easy to understand, andit

is the essence of humanitarian aid.

lf we put it that way, then we should

list up all those nations which have

supported us. lf a‘nything then hap･

pens in any of those nations， Japan

should move to action. As emergency

aid of that type is reciprocated

between nations，it will foster in the

populace of each the trust that “lf

something should happen, that country

守っていくための具体的なアクションにな

るのではないでしょうか。

　しかし、相互扶助思想というのは知って

いる人には温かいけれども、知らない人に

は冷たいという欠陥があります。また、仲

間うちではなれ合いになり、モラノレ的に堕

落する可能性もあります。これらを克服す

るためには、できるだけいろんな所でプロ

ジェクトを展開し、いろんな人とネットワ

ークを組んで積極的に短･り合いを増やして

いくことです。また、モラノレ的な堕落を防

ぐ意味でも、高次の目標を待つことです。

日本が世界にどんどん貢献していくんだと

いう高次の目標を待っている限り、日本の

相互扶助思想というのは非常に有効です。

人道援助大国という高次の目標に向かっ４

て、日夜努力するのがいいんじやないかと

思っています。

以上は1995年9月12日に神戸市中央区のホテル

オークラ神戸で開かれたr国際連合50周年記念事

業Jでの記念講演を兵庫県国際交流協会が要約

したものです。

would help usグSurely this is a very

concrete means of preserving peace，

ln practice, the philosophy of mutual

aid is manifested in the warm response

to acquaintances but has the failing of

being cold to strangersJt is also pos-

sible that friends could become com-

placent toward each other， and

morals degenerate. The means of

overcoming these dangers is to engage

m as many proJects m as many places

as possible, to build networks with as

many people aspossible, and to actively
l

increase one's circle of acquaintances.

ln the sense of avoiding moral degra-

dation also, it is important to aspire

to high ideals.

For as long as Japan holds the high

ideal of making an on-going contribu，

tion to the world, then Japan's philos･

ophy of mutual aid is extremely effec･

tive.lt is my belief that it would not

hurt Japan to aspire to the high ideal

of becoming a humanitarian aid

superpower，and be unstinting in its

efforts to achieve that ideal.

｜ Th● for●loinS ls a summary,p｢●plred by

th●Hyogo lnternational Associatlon， 0fa

memorl●|1●ctur●dellv●redto Th● Comme'm･

orative Projact for the 50th Anniv●｢sary ol

the Est●blishment of the unlt●d Nations，

held at th● Hot●1 0kur●Kobe ln Chuo-ku，

Kobe,on l2 Sept●mber l995.
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