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難
民
支
援
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
で
政
府
派
遣
に
制
約
。

小
回
り
き
く
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
バ
ツ
ク
ア
ツ
ブ
せ
よ
。
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「
日
本
の
援
助
は
顔
が
見
え
な
い
」
、
「
カ
ネ
は
出
し
て
も
　
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
支
援
の
動
き
の
な
か
で
、
『
官
』
と
「
民
」
に
よ

人
を
出
さ
な
い
」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
わ
が
国
か
、
今
、
　
る
役
割
の
違
い
が
ま
す
ま
す
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
。
海

一
つ
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
最
近
強
ま
り
つ
つ
あ
　
外
へ
の
緊
急
医
療
援
助
に
し
ぼ
っ
て
、
現
状
を
探
っ
た
。

在
外
公
館
に
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
担
当
官
」
を

　
そ
う
し
た
政
府
ベ
ー
ス
の
立

　
ち
遅
れ
に
対
し
、
民
間
Ｎ
Ｇ
Ｏ

　
団
体
の
動
き
は
活
発
だ
。

’
旧
ユ
ー
ゴ
の
難
民
支
援
も

　
　
わ
が
国
で
医
療
関
係
の
Ｎ
Ｇ

　
Ｏ
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
ジ
ア
医

　
師
連
絡
協
議
会
（
本
邸
・
岡
山

　
市
）
は
、
九
三
年
に
ソ
マ
リ
ア

　
に
難
民
支
援
を
行
な
っ
た
の
を

　
は
じ
め
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら

　
は
旧
ユ
ー
ゴ
ヘ
の
派
遣
を
決
定

　
し
た
。

　
　
い
ず
れ
も
「
ア
フ
リ
カ
教
育

基
金
の
会
」
や
「
国
境
な
き
奉

仕
団
」
な
ど
、
教
育
や
福
祉
な

ど
他
の
分
野
で
実
績
を
持
つ
Ｎ

Ｇ
Ｏ
と
合
同
で
支
援
を
行
な
っ

て
い
る
。

　
個
々
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
独
立
七
て

行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
’

ぞ
れ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
得
意
分
野
を

持
ち
寄
っ
て
協
力
し
な
が
ら
活

勣
す
る
同
方
式
は
、
「
欧
米
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
比
べ
て
経
験
の
浅
い
と

さ
れ
る
わ
が
国
で
は
理
想
の

形
」
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
と
も
言
わ

れ
、
国
際
緊
急
援
助
球
の
″
民

間
版
″
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。

　
ア
ジ
ア
医
師
連
絡
協
議
会
代

表
の
菅
肢
茂
さ
ん
（
１
１
七
）
は
、
政

府
レ
ベ
ル
の
援
助
と
民
間
レ
ベ

ル
の
援
助
に
そ
れ
ぞ
れ
長
所
、

短
所
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上

で
、
「
今
後
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
勣
に
は

資
金
力
が
不
可
欠
」
と
言
い
切

る
。
そ
の
た
め
の
財
源
に
、
国

家
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
を
補
填
す
る

こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　
「
日
本
が
こ
れ
か
ら
目
指
す

で
盈
は
、
人
道
援
助
大
国
と
し

て
世
界
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

そ
の
た
め
に
は
人
を
送
る
た
め

の
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
を
持
っ

て
い
る
か
ど
う
か
が
問
順
に
な

jj

　-W♂

る
。
そ
の
点
、
日
本
は
シ
ス
テ

ム
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
任

せ
ら
れ
る
部
分
は
、
経
済
的
な

裏
付
け
と
と
も
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
委

託
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ

て
も
い
い
」

現
地
で
は
官
民
区
別
せ
ぬ

　
事
実
、
わ
が
国
に
お
け
る
Ｎ

Ｇ
Ｏ
へ
の
助
成
制
度
は
、
外
務

省
を
は
じ
め
と
し
て
、
予
算
額

は
年
々
増
加
し
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
に
力

が
つ
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
も

い
え
る
が
、
「
官
」
の
援
助
だ
け

で
は
援
助
の
効
果
に
限
界
が
あ

る
こ
と
を
政
府
サ
イ
ド
も
分
か

っ
て
い
る
の
だ
。

　
外
務
省
民
間
援
助
支
援
室
長

の
五
月
女
光
弘
さ
ん
は
「
現
地

丿
砺
動
す
れ
ば
、
民
間
人
で
あ

ろ
う
と
政
府
の
人
間
で
あ
ろ
う

と
、
同
じ
日
本
人
と
し
て
見
ら

れ
る
の
は
同
じ
。
要
は
人
の
顔

の
見
え
る
援
助
と
し
て
、
日
本

の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

れ
ば
い
い
」
と
説
明
す
る
。

　
今
後
も
、
「
人
の
顔
」
が
見
え

る
援
助
へ
、
資
金
援
助
の
推
進

が
望
ま
れ
る
の
と
同
時
に
、
遂

に
そ
れ
を
受
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
側

も
、
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
苛
波
さ
ん
は
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の

資
金
援
助
の
拡
大
と
と
も
に
、

在
外
公
館
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
を
担

当
す
る
た
め
の
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
担
当

官
』
の
よ
う
な
制
度
を
考
え
て

は
ど
う
か
。
（
在
外
公
館
は
）
人

員
不
足
で
日
常
業
務
に
追
わ
れ

て
い
る
の
が
現
状
な
だ
け
に
、

こ
う
し
た
制
度
が
確
立
さ
れ
れ

ば
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
力
も
ぐ
っ
と
力

を
増
す
は
ず
」
と
訴
え
る
。

ｔ

●わが国の緊急医療援助体制（海外向け）

政府派遣(国際緊急援助隊) 自　　衛　　隊
　　　　アジア医師連絡協議会(ＡＭＤＡ)
ＮＧＯ(アフリカ教育基金の会など　　〉

法　　律
国際緊急援助隊の派遣に関する法律

　　　　　　　　　　　Ｉ　　　ＰＫＯ協力法 一

ケー　ス
災害（地震、洪水など）

　　　　　　　　｜　紛争に起因する難民 災　害、難民

派遣の
仕組み

相手国または国際機関からの要請が必要

　　　　　　　　　　　｜　　国際機関の要請 随　　　時

メリット

●要調ベースなので現地に入ってからの仕事がスムーズ
●相手国政府が要員の安全確保に協力的

●豊富な資金力
　　　　　　　　　　　　　　　1●大規模な活動展開か可能

　　　　　　　　　　　　　　　　●自己完結的な組織形態
　　　　　　　　　　　　　　　１●輸送手段にカを発揮

●スピーディーな対処か可能

デメリット．　　　●要請かないと動けない ●活動単位が小規模
●資金が限られる

主な過去の

実　　績

1988スーダン洪水
1990　リベリア被災難民

　71　　イラン地震

　11　　フィリピン地震
!991　イランのクルド難民(１～５次)

1993ネパール洪水

な　　し（待機中）

◇アジア医師連絡協議会(ＡＭＤＡ)の場合。

1991　イランのクルド難民

　μ　　フィリピン・ピナツボ火山噴火被災民

1992カンボジア難民

1993ソマリア難民

1994モザンビーク帰還難民

　11　　旧ユーゴスラビア
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