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　　　　　　　　バングラデッシュのミャンマー難民キャンプにて活動中の
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主要トピック

アジア多国籍医師団準備委員会報告(10)
　　なぜ今ＮＧＯ(国際民間協力団体)なのか(菅波茂先生)

　　ミャンマー難民医療緊急救援プロジェクト(岩永責隆氏)

　　カンボジア難民本国帰還緊急対応医療プロジェクト(熊沢ゆり氏)

　国際緊急救援ＮＧＯ合同委員会

　　エチオピア／ティグレイ救援プロジェクト(５)(林秀雄先生)

国際医療情報センター便り(小林米幸先生/香取美恵子氏)
会員紹介(大利昌久先生/スマナバルア先生/三好彰先生)

ＡＭＤＡ　の活躍に期待(日本アップジョン代表取締役A.A.Batler氏)
カンボジアで医療協力しているＡＭＤＡの皆様へ(山形ＪＶＣ代表　武田節子氏)

秋季執行部会報告/冬季例会及び執行部会のお知らせ



（理念）

（沿革）

Association of Medical Doctors for Asi

ご案内
BetterMedicine for Better Futurein Asia

1979年タイ国にあるカオイダンのカンボジア難民キャンプにかけつ
　けた1名の医師と2名の医学生の活動から始まっています。

（現状）アジアの参加国は13力国。会員数は日本200名。アジア各国総数400

　　　　名。アジア各地で種々のプロジェクト、フォーラム等を実施中。

（本部）岡山市楢津310-1菅波内科医院（電）0862-84-7676（Fax）0862-84-4576
謐皿題誤認薩朧朧迦謂願詣‘圖鰹
麺類麺裔題扉自薦類§囃|圖S（参加希望者は本部までご連絡ください）

　（国内）

在日外国人医療プロジェクト

　1991年4月17日にＡＭＤＡ国際医療情報センターを設立。在日外国人をはじ

めとする関係者からの医療に関する電話相談、受け入れ医療機関の紹介、シ
ンポジウム、セミナーの開催などを行なっています。
　（海外）

カンボジア難民本国帰還緊急対応医療プロジェクト

　1992年7月よりタイから帰還するカンボジア難民対応した緊急医療活動を

AMDA-Japanの指導下に実施中。

ミャンマー難民緊急救援医療プロジェクト

　1992年3月よりバングラデッシュに流入しているミャンマー難民にAMDA-

Bangladeshの指導下にAMDA-JapanとAMDA-Nepalの３力国が国際合同緊急救援
活動を実施中。

ブータン難民緊急救援医療プロジェクト

　1992年6月よりネパールに流入しているブータン難民にAMDA-Nepalの指導
下にAMDA-Japan､の２力国が国際合同緊急救援活動を実施中。
ピナツボ火山噴火被災民救援プロジェクト

　　1991年11月よりフィリピン支部のルソン島ピナツボ火山噴火被災民キャ　ン‘

プ医療活動へ医薬品援助と共に医師およびヘルスワーカーを派遣。

ネパール王国ビスヌ村地域医療プロジェクト

　　1991年7月からネパール支部のビスヌ村農村の地域医療推進活動へ医療用

ジープ寄贈とともに医師等を派遣。ＡＭＤＡネパールクリニック開設。

インド連邦カルナタカ州無医地区巡回診療プロジェクト

　　1988年9月よりインド支部のカルナタカ州でアユルベーダ医学を用いた農
村無料巡回診療を支援。
;一次｡七か忿i･｡｡.ZIQy･’｀･｀　　　　　　次次‘　　ゝ　●鼎｡｡一間‥。。肖………､.p………ｴU醸繭灘
　1993年5月に創設／展開予定。アジアの自然災害や難民等の緊急時に瞬敏に

対応できる全支部（13力国）から構成されるアジア多国籍医師団設立予定。
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（ＡＭＤＡ日本支部）

701-12岡山市楢津310-1菅波内科医院内　アジア医師連絡協議会

役員

(Tel)0862-84-7676

代表

副代表

　（Fax）0862-84-7645
菅波茂（菅波内科医院）

小林米幸（小林国際クリニック）

国井修（国保栗山診療所）

プロジェクト実行委員長 中西泉（町谷原病院）

カンボジアプロジェクト委員長　桑山紀彦（山形大学精神科）
伝統医学プロジェクト委員長　　朔元洋（さく病院）

健康教育プロジェクト委員長　　三宅和久（宇治徳州会）
　　事務局長

事務局次長

事務局

　　山本秀樹（岡山大学公衆衛生学教室）

津曲兼司（菅波内科医院）

岡崎清子（非常勤）
(ＡＭＤＡ国際医療情報センター)154東京都世田谷区新町2-7-1横尾ピル201

　　　　　　　(Tel)03-3706-4243,7574(Fax)03-3706-4420

役員 所長

副所長

事務局長

　　　　事務局
四顧

小林米幸（小林国際クリニック）
中西泉（町谷原病院）
香取美恵子
田中理恵子／中戸一子（常勤）後藤朋子（非常勤）

　　　日本、韓国、台湾、香港、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、

　　シンガポール、インド、バングラデッシュ、ネパール、スリランカ、

　　パキスタン（近日中参加予定）
　　鵬圖籤

　　§｡｡｡｡……　｡｡｡.g…･Sこ。｡｡｡｡’§　　　郵便振替用紙にて所定の年会費を納入してください。入会金はありません。

　　　　　　正会員１００００円（医師に限る）

　　　　　　準会員５０００円（医師以外の社会人の方）

　　　　　　学生会員３０００円（学生に限ります）

’ただし、会計年度は４月一翌年３月です。入会の月より会報を送付致します。

　　振替先：郵便振替口座「アジア医師連絡協議会：岡山5-40709」

　　なお、会費と共にＡＭＤＡプロジェクトのためにカンパをお寄せになる方は振

　　替用紙の通信欄に「０００プロジェクトのために」などとご記入ください。

　　|｡………｡…欄|……斐………廳四割蕪。。露顕闇闇圃_.e………i.’｡|.s｡｡　蹊窮自作

　　　１）ＡＭＤＡ在日外国人医療プロジェク（ＡＭＤＡ国際医療情報センター）

　　　２）ＡＭＤＡネパールヘルスクリニック開設

　　　３）ＡＭＤＡミャンマー難民支援医療プロジェクト

　　　４）ダイジェスト版（上記の３ﾌﾟロジェクト）

　　ご希望のビデオNoと現金を現金書留で下記にお送りください。

　　242神奈川県大和市西鶴間3-5-6-110小林国際クリニック　小林米幸
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在日外国人と地域社会

　　国際協力推進のために

アジア医師連絡協議会 代表 菅波茂

　日本の世界における経済的比重が増すにつれて在日外国人の数も増加して

きています。在日外国人の方が地域社会で生活をすることは従来の｢親善の

ための国際交流｣を越えた意味合いをもっています。親善は一時的な行事で

すが、生活は毎日のことです。日本の地域社会に対する明確な認識がないと

在日外国人が毎日の生活を円滑に送ることは容易ではありません。

　地域社会での生活を維持するために様々な情報が必要です。その情報が手

に入る目に見えない社会システムがあります。具体的に言えば、基本的な生

活情報は市町村から町内会をはじめとした各種地域団体を通して家庭に届け

られます。従って地域社会で｢地域社会の住民｣として基本的な生活情報を

得るためには各種地域団体活動に参加する義務があります。在日外国人には

この基本的な生活情報が手に入っていません。各種地域団体活動に参加する

や･l.yJ.4.-r‘11.11=FII　●　llLI-n_tl　入　－←●　ｌ　ｆ　ｔ　－　●-－-‘‘-‘｀--‘-　‥　　－ことは在日外国人と地域社会の日本人との相互理解促進にも重要なことです。

町内会、婦人会、子供会、老人クラブ、環境衛生などの活動に在日外国人を

積極的受け入れていく努力が必要です。日本人でも地域各種団体活動に参加
しない人はその地域ではさびしい思いをしています．この地域社会システム

.･.・　－●●－●　-｀-　Jj■-　　－
を在日外国人が自発的に知って参加することはまず不可能です

ー　..=･=--== 在日外国人
　　　　　　　　≒"７　"""　' ‘″"゛'。－－～･~･ﾐ･/　｜　･lligゝ　7e　'|』･･一l/|'k!!lﾉゝを雇用している企業及び外国人登録を行なっている市町村のレベルで、地域

社会と密接な達携のもとに、地域社会の運営システムの説明と参加を勧める

事が大切です。

次に地域社会での日常生活に欠かせないのが「住居」、

「交通」、「通信」、「金融」、「買い物」などです。

｢教育｣ 「医療」

これらの関係諸機関での表示及び説明を日本語以外の必要な言語対応でする

る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　㎜㎜㎜■㎜-㎜-㎜■=　－　・　Ｗともに

、現場には言語対応できる人あるいは対応できるシステムを確保す

ことがポイントです。

同時に日本人の生活習慣を説明して在日外国人の生活習慣と異なる場合には
その調整を事前にすることがトラブル発生を防ぎます。

以上のことを地域社会で円滑に実行するためには地域社会ごとに「調整員」
を養成して配置することが重要です。

市町村レベルで地域社会での調塾員の養成と配置を組織的に取り組む事が必
要です。

　以上の内容を推進するために拠点としての「国際生活情報センター」の設
立を提案します。
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　次に心の健康問題の対策が必要です。
人間は集団で生活すると必ず対人関係上のストレスが生じます。異文化の日

本で生活する在日外国人の精神的的ストレスは察するに余ります。彼らのス
トレスは何らかの方法で解決される必要があります。私達日本人と達って在

日外国人の母国では宗教の心の健康に対する役割が無視できない程大きいと
いう事実です。仏教、カソリック、プロテスタント、イスラム、ヒンズー、
儒教などが代表的な宗教です。彼らの宗教に応じた教会や寺院を積極的に紹
介してあげることが大切です。
私達アジア医師連絡協議会は１９９２年４月から、国際医療情報センターを

東京に設立して、在日外国人の医療について電話相談を行なっています。
その経験からいいますと、精神的ストレスの治療は日本の精神科医だけでは
充分ではありません。まず言葉の問題があります。充分なコミュニケーショ

ン無くして心理的な満足感はありません。宗教家の存在が必要です。なぜな
ら精神科医と宗教家の役割は基本的に異なるからです。精神科医は精神的ス

トレスの治療は可能ですが「心のやすらぎ」までは提供できません。在日外
国人に必要なのは「心のやすらぎ」です。

大胆な提案をいたします。日本の宗教家が協力して、在日外国人の出身国別

の主たる宗教家を招聘する、「国際宗教情報センター」を設立することです。
この「国際宗教情報センター」を拠点として地域社会における在日外国人の

「心のやすらぎ」の問題に積極的に取り組んでいく構想です。

　在日外国人を地域社会に受け入れるための「国際生活情報センター」と

「国際宗教情報センター」の活動によって得られる貴重な経験、知識、知恵
は日本国内外の国際協力を推進する時に重要な役割を果たすと確信します。

　在日外国人を地域社会に融和さす媒体として国内外の知識や経験を有する

国際民間協力団体の役割があると思います。国際良間協力団体は海外各地で
国際協力を推進するために各国の風俗習慣生活に対する理解を深めています。
国際協力民間団体が地域ごとにネットワーク志向で海外における個々の知識

や経験を集積することにより、在日外国人を地域社会に受け入れるために、
更に大きな役割を果たせると思います。

４
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そ
う
す
る
と
そ
の
う
ち
の
ヒ

○
％
ぐ
ら
い
の
方
が
、
ま
た
募
金
を

し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
形
だ
。

　
－
１
支
援
肴
は
ど
の
く
ら
い
い
ま

す
か
。

　
林
会
費
を
払
う
会
員
が
万
一
。
自

っ
て
「
ハ
ロ
ー
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を

つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
よ
。

　
川
上
私
ど
も
の
中
に
Ｎ
Ｏ
Ｏ
セ

ン
タ
ー
が
あ
っ
て
、
連
絡
協
議
会
も

自
治
体
の
役
割
も
重
要
川
点

人
ぐ
ら
い
い
て
、
そ
れ
以
外
の
募
金

者
は
三
Ｆ
人
ぐ
ら
い
い
る
。
そ
の
ほ

か
に
は
、
仏
教
系
団
体
と
か
ぎ
人
ホ

ー
ム
な
ど
か
ら
も
寄
付
金
を
い
た
だ

い
て
い
る
し
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
。

　
－
Ｉ
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参

加
や
資
金
を
募
る
呼
び
か
け
が
少
な

い
の
で
、
参
加
し
た
く
て
も
ど
こ
に

吋
け
ぱ
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で

Ｇ
Ｏ
補
助
金
の
形
で
お
手
伝
い
も
し

て
い
る
。

　
我
々
も
、
「
ハ
ロ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
必
要
性
を

よ
く
湯
識
し
て
い
る
。
猪
口
さ
ん
の

お
話
に
賛
成
な
の
だ
が
、
こ
の
二
年

ぐ
ら
い
の
間
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
対
す
る
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て

国
超
え
市
民
が
先
頭
に
ｕ
ａ

は
な
い
で
す
か
。

　
林
私
た
ち
は
呼
び
か
け
て
い
る

方
だ
と
思
う
が
、
ま
だ
社
会
的
な
関

心
が
そ
こ
ま
で
い
っ
て
い
な
い
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
猪
口
市
民
と
行
政
が
Ｉ
緒
に
な

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
間
に
つ
く
り
、
定
期
的
き
て
、
非
常
に
い
い
機
運
に
な
っ
て

に
意
見
交
換
な
ど
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
て
い
る
と
思
う
。

い
て
い
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
進
め
　
猪
口
主
婦
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
事
業
ペ
ー
動
を
す
る
場
合
、
長
距
離
通
勤
す
る

ス
で
、
金
額
は
五
百
万
円
前
後
と
少
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
、
自
分
の
身

な
い
も
の
の
、
小
規
模
無
償
と
か
Ｎ
近
な
と
こ
ろ
で
で
き
る
よ
う
、
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
に
小
さ
く
て
も
い
い
方
は
金
銭
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、

か
ら
窓
口
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
自
分
た
ち
は
μ
ろ
や
っ
て
い
っ
た
ら

　
「
い
ま
何
が
で
き
る
か
し
ら
」
と
思
豊
か
に
な
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

っ
て
い
る
人
た
ち
の
善
意
と
エ
ネ
ル
追
求
し
て
い
ま
す
。
国
と
い
ろ
既
存

ギ
ー
と
時
間
を
引
き
出
す
べ
き
だ
と
の
シ
ス
テ
ム
の
中
だ
け
で
は
変
革
し

思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
き
れ
ず
、
そ
う
い
う
意
味
で
市
民
が

　
川
上
そ
こ
で
大
事
な
の
は
地
方
も
っ
と
先
頭
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら

公
共
団
体
の
役
割
だ
と
思
う
。
泄
鰐
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

些
双
涙
団
体
に
国
際
協
力
の
機
運
　
川
上
国
を
支
え
て
い
る
の
は
市

が
出
て
き
て
、
現
に
全
都
道
府
県
が
民
で
、
市
民
の
税
金
を
使
っ
て
震
動

研
修
生
を
受
け
入
れ
て
い
て
、
政
府
を
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
も
っ
と

も
そ
れ
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
で
袖
助
金
を
出
し
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
き
、

て
い
る
。
ま
た
、
地
方
が
専
門
家
を
お
互
い
に
批
判
す
べ
斉
啄
批
判
し
、

派
遣
し
た
り
、
国
際
セ
ン
タ
ー
と
か
対
話
の
パ
イ
プ
を
太
く
す
る
よ
う
に

国
際
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
も
続
々
持
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ

で
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
窓
口
を
通
の
意
味
で
は
市
民
レ
ベ
ル
の
草
の
根

じ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
国
際
協
力
の
援
助
が
国
民
的
援
助
を
支
え
る
基

の
マ
イ
ン
ド
を
一
層
強
め
て
く
れ
れ
礎
で
、
そ
れ
が
な
い
と
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
対

ぱ
、
や
り
や
す
く
な
る
。
　
　
　
す
る
理
解
な
ど
出
て
こ
な
い
。

　
林
市
民
サ
イ
ド
も
貢
献
、
協
力
、
猪
口
行
政
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
だ
け
で
な

援
助
と
い
う
感
じ
か
ら
雛
れ
て
、
も
く
、
企
業
と
も
対
話
し
な
け
れ
ば
い

っ
と
自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
よ
け
な
い
。
企
業
は
資
金
提
供
力
と
い

う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
う
点
で
は
圧
倒
的
に
大
規
模
な
も
の

も
農
村
が
荒
吟
じ
て
き
て
い
る
が
、
が
あ
る
。
企
業
側
に
も
、
環
境
、
人

そ
う
し
た
農
民
た
ち
が
ア
ジ
ア
の
農
権
、
民
主
化
な
ど
に
関
す
る
先
進
的

村
の
人
た
ち
と
連
携
し
て
い
こ
う
と
な
諸
価
値
を
前
面
に
出
し
て
い
く
の
Ｉ

い
う
動
き
が
相
当
出
て
き
た
。
　
だ
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
も
ら
わ

　
猪
口
二
十
世
紀
は
い
ろ
い
ろ
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
ろ
で
な
い
と
、

特
徴
付
け
が
で
き
る
と
思
う
が
、
一
　
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
い
く
ら
草
の
根
で
や
っ
て

薦
で
い
う
と
産
業
化
の
世
紀
と
い
ろ
も
、
他
方
で
企
業
が
そ
の
仮
借
の
金

面
が
非
常
に
強
い
。
躍
粟
叱
の
果
て
で
環
境
に
そ
ぐ
わ
な
い
開
発
を
ど
ん

に
採
算
が
き
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
対
ど
ん
し
て
い
っ
た
の
で
は
、
全
体
の

処
が
必
要
な
難
問
を
た
く
さ
ん
残
し
バ
ラ
ン
ス
が
危
ぶ
ま
れ
る
。

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
意
味
で
二
十
一
　
川
上
全
く
ご
指
摘
の
通
り
だ
。

肘
紀
は
お
そ
ら
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ

は
紀
で
、
そ
れ
を
仕
掛
け
て
い
く
必
を
幕
本
ス
タ
ン
ス
に
し
、
オ
ー
プ
ン

要
が
あ
る
し
、
国
際
貢
献
を
市
民
レ
マ
イ
ン
ド
で
や
っ
て
い
き
た
い
。

ベ
ル
で
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
あ
　
「
１
－
―
―
―
―
－
―
－
－
－
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
↓
ｉ
―
－
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｌ
　
－
－
　
　
－

る　
林
国
は
ど
う
し
て
も
国
益
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
市
民
の

シ
リ
ー
ズ
座
談
会
「
ニ
ッ
ポ

‐
‐

‐

‐
ｉ
瀾
！
』
‘
ｃ
｀
１

ｒ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
を
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
や
Ｉ
Ｉ
Ｉ
！
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ン
再
考
」
は
毎
週
同
確
日
に
掲

載
し
ま
す

一－５
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－
ｊ
最
近
は
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活

動
も
相
当
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
が
、
林
さ
ん
は
実
際
に
は
ど
ん
な

活
動
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

　
林
ひ
と
昌
で
い
え
ば
、
そ
の
地

域
の
人
を
ど
う
励
ま
す
こ
と
が
で
き

る
か
。
そ
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の

地
城
立
て
直
し
の
中
心
に
な
り
得
る

か
と
酉
う
こ
と
で
す
。

　
例
え
ば
、
洪
水
対
策
と
し
て
国
家

的
事
業
で
植
林
し
よ
う
と
す
る
と
、

そ
の
山
は
そ
こ
の
人
た
ち
が
暮
ら
し

に
使
っ
て
い
る
土
地
な
の
で
、
植
林

が
逆
に
人
々
の
生
活
を
妨
げ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
。
や
は
り
自
分
た
ち
の

食
べ
る
食
糧
を
つ
く
り
な
が
ら
植
林

し
て
い
く
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
。
タ

イ
で
は
実
際
に
農
民
の
間
に
食
糧
を

つ
く
り
な
が
ら
、
自
然
環
境
を
改
善

し
て
い
こ
う
と
い
う
人
た
ち
が
出
て

き
て
い
る
。
ま
た
、
よ
そ
か
ら
借
金

を
す
る
と
金
利
が
高
い
の
で
自
分
た

ち
で
銀
行
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い

う
人
た
ち
も
出
て
き
た
。
だ
か
ら
そ

う
い
う
人
た
ち
を
有
機
的
に
納
ぴ
付

け
て
い
く
協
力
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
－
－
今
、
海
外
で
活
阿
し
て
い
る

メ
ン
バ
ー
は
何
人
で
す
か
。

　
林
海
外
吋
不
入
。
地
域
は
、

夕
ず
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
べ

卜
十
ム
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
南
ア
フ
リ

カ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
な
ど
で
す
。
我
々

も
十
年
前
に
出
た
段
階
で
は
、
か
わ

い
そ
う
な
人
た
ち
に
直
接
な
ん
と
か

し
よ
う
と
考
え
て
い
た
司
問
題
の

根
一
一
葦
徊
っ
て
い
く
と
、
こ
ち
ら
・
・
か

ら
何
か
し
よ
う
と
い
５
こ
と
自
体
、

ど
う
も
問
追
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ

れ
よ
り
も
そ
の
地
域
の
技
術
な
り
、

保
ち
な
が
ら
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
が
非
常
に
重

要
だ
と
思
う
。
も
う
一
つ
は
、
す
で

に
侭
頴
さ
れ
た
環
境
も
あ
る
か
ら
、

森
林
の
造
成
、
公
害
対
策
、
オ
ゾ
ン

層
の
破
壊
防
止
と
い
っ
た
地
球
規
喚

で
の
貢
献
も
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
途
上
国
の
自
助
努
力

を
支
援
ず
る
の
が
我
々
の
基
本
的
克

川上　隆朗氏

考
え
な
が
ら
や
っ
て
い
く
と
、
ど
こ

か
に
必
ず
、
拡
大
均
衡
点
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
さ

き
ほ
ど
林
さ
ん
は
地
域
で
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
つ
く
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
が
、
私
は
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
世
界
に
開
く
べ
き
だ
と
思
５
。

　
私
は
今
、
二
人
の
乳
幼
児
が
い
ろ

の
で
、
無
農
薬
の
ト
ロ
ピ
カ
ル
フ
ル

ー
ツ
を
ど
う
・
し
た
ら
食
卓
に
並
べ
ら
・

れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
関
心

が
あ
り
、
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
入

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
先
進
国
の
市
民

の
中
に
は
、
質
素
で
も
い
い
か
ら
自

然
な
食
生
活
を
楽
し
み
た
い
人
が
た

く
さ
ん
い
る
。
一
方
、
途
上
国
に
は

上
地
を
荒
ら
す
集
約
的
な
農
業
を
し

環
境
保
護
で
政
策
助
言
田
上
氏

先
進
国
と
の
接
点
必
ず
誓
氏

地
域
の
求
め
る
援
助
を
″
氏

達雄氏林

知
識
を
生
か
せ
る
よ
う
な
応
援
が
大

事
だ
と
思
う
。

　
川
上
こ
の
問
題
は
、
広
い
意
昧

で
の
環
境
と
開
発
の
接
点
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
思
う
。
環
境
に
対
す
る

配
慮
で
は
、
こ
の
六
月
の
「
Ｏ
Ｄ
Ａ

大
綱
」
の
申
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
住
民
と
の
調
和
を

　
　
　
　
　
一
一

場
だ
か
ら
、
「
そ
こ
ま
で
や
る
の
は

ち
ょ
っ
と
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」
と
か
、
ど
ろ
い
う
措
置

を
取
っ
て
か
ら
で
な
い
と
、
開
発
政

策
は
進
め
る
べ
き
で
な
い
」
と
か
、

政
策
対
応
を
通
じ
て
ど
ん
ど
ん
茜
っ

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。

　
猪
口
人
間
生
活
に
と
っ
て
何
が

本
当
に
い
い
か
ど
ぅ
か
を
一
生
懇
命

た
く
な
い
農
民
が
い
る
。
こ
の
二
つ

の
間
に
は
、
必
ず
接
点
が
あ
る
は
ず

だ
。
し
た
が
っ
て
そ
う
い
う
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
開
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
林
そ
う
で
す
ね
。
い
ま
ま
で
は

あ
る
地
域
に
よ
か
れ
と
い
う
形
で
、

そ
の
地
域
に
集
約
的
に
行
っ
て
い
た

ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
は
第

三
世
界
に
対
し
て
も
そ
う
だ
し
、
日

本
国
内
で
も
白
分
た
ち
の
町
の
ゴ
ミ

を
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
形
だ
っ
た

け
れ
ど
も
、
最
近
は
も
う
少
し
構
造

的
に
見
て
い
か
な
い
と
鞘
局
、
地
域

エ
ゴ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
意
識
が
相
当
強
く
出
て

き
た
。

　
猪
口
ロ
ー
カ
ル
に
い
い
こ
と

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
開
か
な
い
と
答

え
は
出
て
こ
な
い
。
最
近
、
「
ジ
ン

ク
・
グ
ロ
ー
バ
ル
、
ア
ク
ト
・
ロ
ー

カ
リ
ー
」
を
一
緒
に
し
て
、
″
グ
ロ

ー
カ
リ
リ
と
い
う
言
葉
が
は
や
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
う
い

国際的ネットワーク活用を４ａ

川上氏技術と資金協力をセットで

う
こ
と
は
″
グ
ロ
ー
カ
リ
ー
で
な

く
て
は
だ
め
だ
と
思
う
。

　
川
上
日
本
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
は
近
年
、
相
当
な
盛
り
七
が

り
を
見
せ
て
い
る
。
私
ど
も
が
知
っ

て
い
る
辰
り
で
も
、
い
ま
経
済
協
力

に
携
わ
っ
て
い
る
団
体
は
三
回
禁
－

　
　
　
　
　
｛

近
く
あ
る
。
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
欧

米
諸
国
に
比
べ
て
歴
史
が
浅
く
、
資

金
面
で
遅
れ
て
い
る
面
は
あ
る
が
、

活
動
の
中
身
は
そ
ん
色
な
い
。
だ
か

ら
、
そ
う
い
ろ
方
々
の
意
見
を
ベ
ー

ス
に
し
た
国
民
参
加
型
の
経
済
協
力

が
い
ち
ば
ん
理
想
で
は
な
い
か
。
お

互
い
に
敬
遠
し
合
わ
な
い
で
、
対
話

を
も
っ
と
や
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
黒

う
。

　
猪
口
他
方
で
、
私
は
あ
る
種
の

機
構
改
革
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
で

は
な
い
か
と
思
う
。
日
本
で
は
有
償

ロ
ー
ン
と
無
償
ロ
ー
ン
は
二
つ
の
分

か
れ
た
組
織
で
行
わ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
長
期
的

に
ペ
イ
す
る
な
ら
有
償
で
も
構
わ
な

い
し
、
無
償
援
助
規
模
を
は
る
か
に

超
え
る
資
金
が
必
要
だ
と
い
う
場
合

に
は
有
償
で
構
わ
な
い
。
し
か
し
、

や
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ゆ
え
に
発
生
す

る
環
境
問
題
、
あ
る
い
は
あ
る
梱
の

人
権
問
題
が
発
生
す
る
時
に
は
、
供

与
国
側
は
そ
の
部
分
を
無
償
で
面
倒

み
る
の
が
親
切
な
援
助
で
は
な
い

か
。

　
川
上
技
術
協
力
と
資
金
協
力
の

接
点
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
金
だ

け
出
せ
ば
事
足
れ
り
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
し
な
い
と

だ
め
だ
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
事

業
団
）
と
経
済
協
力
基
金
の
コ
ー
・
デ

ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
だ
が
、
ワ
ー

キ
ン
グ
レ
ベ
ル
で
は
ず
い
ぶ
ん
や
っ

て
い
る
。
現
場
で
も
事
務
所
を
一
緒

に
し
て
意
思
疎
通
を
図
っ
た
り
、
連

絡
協
議
会
も
し
ょ
っ
ち
ゆ
ろ
行
う
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
い

る
。

　
猪
口
有
償
の
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
は
聾
｛
か
の
エ
ン
バ
イ
ロ
ン

メ
ン
タ
ル
な
手
当
て
が
必
要
だ
と
思

う
の
で
、
無
償
の
環
境
保
護
な
り
人

権
保
護
の
た
め
の
配
曝
を
し
て
怖
に
）

い
。
そ
れ
が
な
い
た
め
に
、
せ
っ
か

く
の
膨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
判

が
「
い
ま
ひ
と
つ
」
と
言
わ
れ
る
の

は
残
念
だ
。
環
境
だ
け
で
な
く
、
人

権
の
観
点
か
ら
社
会
科
学
の
専
門
家

も
入
れ
て
欲
し
い
。

　
川
上
環
境
を
広
い
原
昧
で
と
ら

え
て
お
り
、
例
え
ば
強
制
移
住
の
問

題
な
ど
も
当
然
、
入
っ
て
い
る
。
む

し
ろ
、
そ
の
問
題
の
方
が
大
切
だ
と

思
う
。

　
林
Ｎ
Ｇ
Ｏ
補
助
金
は
あ
る
も
の

の
、
微
々
た
る
も
の
だ
。
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
し
て
も
、
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
限

ら
ず
市
民
グ
ル
ー
プ
は
す
で
に
た
く

さ
ん
や
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ

こ
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
資
金
を
流
し
て
い
く

仕
組
み
を
つ
く
っ
た
方
が
ず
っ
と
有

用
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

　
川
上
そ
の
考
え
方
に
は
基
本
的

に
賛
成
だ
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
も
っ

と
大
き
な
規
模
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ
側
に
漑
す

べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
荊
か
ら
あ
っ

て
、
こ
れ
が
う
ま
く
で
き
れ
ぱ
い
ち

ば
ん
い
い
と
恵
う
。
た
だ
、
日
本
の

場
合
、
Ｎ
Ｏ
Ｏ
の
活
動
堀
柵
が
ほ
か

の
国
と
比
べ
て
資
金
的
に
ま
だ
か
な

り
小
さ
い
。
そ
れ
と
圈
時
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
団
体
の
独
自
性
が
あ
る
の

で
、
連
絡
協
議
会
な
ど
の
形
で
受
け

肌
を
つ
く
っ
て
や
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
い
ち
ば
ん
望
ま
し
い
。
そ
こ
は

う
ま
く
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
林
必
ず
し
も
日
本
の
団
体
に
出

さ
な
く
て
も
い
い
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

場
合
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
連
合
体
が
あ
っ

Ｃ
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
み
な

が
ら
・
活
動
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
に
出
せ
ば
い
い
Ｊ
こ
れ
ま

で
の
援
助
の
会
計
シ
ス
テ
ム
な
ど
が

う
ま
く
動
か
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
漑
せ
る
よ

う
な
変
革
な
り
、
国
民
の
理
解
が
も

っ
と
大
事
だ
と
孚
っ
。

｜

６



　　　　　　　フィールドダイレクター　熊沢ゆり氏

　１０月１０日よりＡＭＤＡカンボジアはコンポンプスー県プノム・スロッチ群

の郡病院での診療活動を開始した。まだ政府保健省との正式な協定ができていな

いため限定された活動ではあるが、毎日病院には多くの患者が集まっている。６

０人近い患者が来院する日もあり、ＡＭＤＡ派遣の高橋、ウイリアム、フランソ

ワの三医師と通訳のソク・サブーッ氏、病院スタッフは大忙し、まさに満員御礼

である。

　このﾌﾟノム・スロッチ郡での活動が決まったのは偶然コンポンスプ一県の副知

事オク・ソポーン氏にお会いする機会を得たことだった。「外国の援助は積極的

に受け入れる。」というのはこの県の方針らしく、プロジェクト探しをしている

外国の医療関係ＮＧＯのスタッフなどというのは「鴨葱」だったようだ。さっそ

くＡＭＤＡに対してプノム・スロッチ郡病院の援助の依頼があった。

　このﾌﾟノム≒スロッチ郡はコンポンスプー県の西部に位置し、コ・コン県かカ

ンポット県に境を接している。人口は約５万人、９８００家族。郡の西には山が

あり、（プノム・スロッチとはカンボジア語で鋭い山の意味）マラリヤの多発地

帯であること、ここの病院には現在医師がいないこと、１６８家族５７３名もの

難民がタイのキャンプからこの地に帰還する予定であること、この郡には昨年の

ポル・ポト軍とﾌﾟノンペン政府郡の戦闘で家を失った国内避難民のキャンプが３

箇所あること、どこのＮＧＯもこの郡を援助していないこと・・・。「帰還難民

も地域の住民も含めた医療・保健ﾌﾟロジェクト」を行なえる場所を探していた私

にとって魅力的な条件がずらずら並んだ。さっそく現地を見せてもらう約束をし

た。

　県のヘルス・ディレクター（医療・保健活動の最高責任者）フ・トン氏、県Ｒ

ＩＮＥ（母子保健）センター副所長Ｄｒ．エ・サルーンに案内していただいてプ

ノム≒スロッチ軍病院に着いた途端この土地の景色の美しさに魅せられてしまっ

た。豊かな緑の野原と田に囲まれ遠くには山並が薄青く見える。病院の敷地内に

名前はわからないが枝を広げた熱帯の大木が何本か植えられ、涼しそうな木陰を

作っている。パラダイスとはこんな所に遠いないおもえるほどだ。これは後日の

話しだがある日私の調査に同行してくださったＡＭＤＡ会員の某医師はここに着

くなり「ＡＭＤＡの予算でハンモックを買うべきです。」とのたまったものであ

る。

　しかしこの天国のような場所に建つ病院はカンボジア全休の水準から言えば決

して設備が悪いわけではないが、日本の感覚では物置小屋である。木造の建物は

床がなく、壁と板の間に隙間が２－３ミリあり、てんじょうをみ上げれば瓦と瓦

の間から青空が見える。井戸はＵＮＩＣＥＦが掘ったものがひとつあり一年中使

用可能とのことであったが、トイレはない。備品といえるものは机、椅子、ベッ

ド以外は体重計や検査用の顕微鏡、ワクチン保存用のケロシン冷蔵庫ぐらいしか

見当たらない。薬品は保健省とＵＮＩＣＥＦから支給されているが、足りないた

め患者はマーケットで買っているという。しかし何よりもこの病院には患者の姿

がみえない。院長のネアップ・コン氏（医療アシスタントとして働いた経験２０

年以上）の話では患者は朝に集中し、１日に１ ２－１５人とのことだった。しか

しその後何度かこの病院を訪れたが、私が会った患者はたった２名である。しか

もその内のひとりは犬に噛まれた子供で、この病院では処置不可能とのことです

ぐに県病院へ転送されていった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－７－

-

-
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一 一

古
作
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
一

の
活
動
で
Ｌ
が
つ
け
ら
ね
て
い
】

な
か
っ
た
と
い
う
。

　
い
橋
医
師
ら
は
、
治
療
の
一

石
で
蚊
帳
に
殺
虫
剤
を
染
み
込

ま
せ
る
防
蚊
対
策
を
住
人
に
愚

し
た
り
、
紙
芝
居
で
保
健
衛
生
一

の
知
識
を
普
及
し
て
い
る
。

　
現
在
、
郵
政
省
の
国
際
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
貯
金
の
勁
成
金
で
や

り
く
り
し
て
い
る
が
、
高
橋
医

師
は
「
想
像
以
上
に
病
人
が
多

い
。
薬
代
も
か
か
り
、
資
金
の

余
裕
が
無
く
な
っ
て
き
た
」
と

募
金
参
加
を
呼
び
か
け
て
い

る
。

　
問
い
合
わ
せ
は
Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
日

本
支
部
（
Ｏ
八
六
一
〒
八
四
Ｉ

七
六
七
六
）
。

－８

偶
然
、
通
り
か
か
っ
た
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
ポ
ル
・
ポ
ト
派

兵
士
（
中
央
）
を
診
察
す
る
Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
高
橋
央
医
師

　
（
右
端
）
。
左
端
は
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
文
民
警
察
官
Ｈ
カ
ン

ボ
ジ
ア
・
コ
ン
ポ
ン
・
ス
ブ
ー
州
で
、
野
口
写
す

Ｗ
３
１

※
賠
゛
皿
’
ｓ
ｚ
ｎ
Ｊ
　
　
　
　
一

　
　
邦
人
医
師
高
橋
さ
ん
ら
３
人

　
　
【
プ
ノ
ン
ペ
ン
９
日
1
1
‥
野
口

隆
史
】
タ
イ
国
境
か
ら
の
帰
還

難
民
や
国
内
避
難
民
な
ど
を
医

直
面
で
救
援
し
て
い
こ
う
と
、

ア
ジ
ア
医
師
連
絡
協
議
会
（
Ａ

Ｍ
Ｄ
Ａ
、
本
部
・
岡
山
市
、
菅

波
茂
代
表
）
は
、
プ
ノ
ン
ペ
ン

南
西
部
に
隣
接
す
る
コ
ン
ポ
ン

・
ス
プ
ー
州
ブ
ノ
ム
ス
ロ
イ
地

区
で
保
健
医
療
活
動
を
先
月
か

ら
旭
区
病
院
を
中
心
に
始
め
て

い
る
。
プ
ノ
ン
ペ
ン
政
府
側
の

住
人
だ
け
で
な
く
、
ポ
ル
・
ポ

ト
支
配
地
域
に
も
巡
回
医
直
を

行
っ
て
お
り
、
時
に
は
パ
ト
ロ

ー
ル
中
の
ポ
ト
派
兵
士
の
診
察

も
す
る
。

　
Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
は
八
四
年
、
「
み

ん
な
が
幸
せ
に
暮
ら
す
た
め

に
、
医
師
は
何
が
で
き
る
の

か
」
と
、
ア
ジ
ア
十
三
力
国
の
・

医
師
四
百
人
が
連
帯
す
る
国
際

医
療
組
織
と
し
て
発
足
。
今

回
、
Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
が
提
唱
し
て
い

る
ア
ジ
ア
多
国
籍
医
師
団
に
賛

同
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
熱
帯

医
学
研
究
所
か
ら
派
遣
さ
れ
た

日
本
人
医
師
高
橋
央
さ
ん
９
ｏ
）

ら
三
人
が
患
者
を
診
て
い
る
。

　
午
前
中
は
地
区
病
院
を
利
用

し
て
毎
日
五
十
人
以
上
の
患
者

を
診
察
。
午
吸
か
ら
往
診
に
出

か
け
る
。
医
療
開
始
か
ら
約
一

ヵ
月
。
こ
れ
ま
で
に
千
人
近
く

診
た
が
、
そ
の
う
ち
の
大
半
が

マ
ラ
リ
ア
。
師
炎
、
デ
ン
グ
熱

の
患
者
も
多
い
と
い
う
。

　
最
近
診
た
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の

カンボジア

ポ
ト
派
兵
士
三
人
は
、
末
期
肺

が
ん
で
あ
っ
た
り
、
肺
炎
、
マ

－
一

一

ラ
リ
ア
と
重
症
だ
っ
た
。
詞

人
だ
ら
け
で
、
よ
く
戦
っ
て
き

ま
し
た
ね
」
と
高
橋
医
師
。

　
こ
の
地
域
は
八
ヵ
所
の
地
。
山

原
が
あ
り
、
毎
月
三
人
の
負
貼

者
が
出
る
ほ
か
、
ポ
ル
・
ポ
ト

滅
の
支
配
地
域
が
多
く
、
プ
ノ

ン
ペ
ン
の
近
く
な
の
に
、
こ
れ

－
‘
『
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
ｓ
ｓ
、

匹



　スタッフ数も話を聞いたところでは２４名とのことだったが、実際にあったの

は１０人程度だった。予告なしに病院を訪れたときなど副院長のナム・サム・ウ
ム氏以外誰もスタッフがいなかった。患者がいないのだから当然だろう。病院が

ほとんど機能していないのは明らかだった。

　他の候補地もあがっていたが、プロジェクトの日本代表の桑山先生とのファッ
クスでの意見交換、コンポンスプー県の医療・保健担当者、保健省、ＷＨＯ等と
の協議の結果ＡＭＤＡのプノム・スロッチ郡での活動が決定した。この郡を選ん

だことについてはあちこちから「ＡＭＤＡはいい選択をした。」と誉められ
た。私がカンボジアにきた当初、桑山先生の立ち上げられたプロジェクトの交渉
に失敗しているだけに「最初にケチがついたから後はきっとうまくゆく。」と思

い込むことにした。
　プノム・スロッチ郡で病院以外で私が最初に訪れたのは国内避難民（lnternal

DisplacedPerson 以下ＩＤＰとする）キャンプのひとつチャムバックだった。こ
こには昨年のポル・ポト軍とフソンペン政府軍の戦闘で住んでいた地域を追われ

た人々約１７００人、４００家族（内９５家族が片親、あるいは両親ともいない

家族である）が集まって生活している。アメリカのＮＧＯワールド・ビジョンの
緊急援助のひとつとしてで支給されたというニッパヤシで壁や屋根を葺いた小屋

が並んでいる。あちこちに１メートル四方程の池があり、開いてみると井戸であ

った。今は雨期であるため村のどこでも２メートル程掘れば水がでるという。水

は澄んでいるが、竹などで周りを簡単に囲っただけであり、牛、アヒル、などの
家畜が放し飼いにされていることを考えるとこの水が安全だとは思えない。しか

し、乾期にはこの水さえなくなり、このキャンプで水がある井戸はたった一ケ所

だけになるという。その井戸を見に行くとキャンプの中に点在するものより５～
６倍は大きいものの水は黒く濁っていた。それでも乾期には人々はここの水を利

用せざるをえない。ほとんどの家の周りに小さな菜園が作られている。どこの家

も作物は大半がトウモロコシであり、残りの３分の１弱の面積に、カボチャ、ト

ウガン、ヤマイモ、ハーブ類が植えられている。

ＩＤＰキャ

いるのは

ンプの家の庭先に堀られた井戸

トウモロコシ｡）　深さ２ｍ程。

－９－

(雨期のみ使用可)

-

-



心

-

　ある家の横を通ったとき３才位に見える子供とお母さんが食事をしていたので

見せてもらうと御飯の中にわずかにトウモロコシの粒が混ぎったもの一椀づつだ
けであった。（米についてはＩＤＰにはカンボジア赤十字から配給がある。）一

緒にこのザイトに来たソンペンさん（アメリカのＮＧＯ、ＨＯＬＴのスタッフで

ソーシャルワーカーとしてコンポンスプーの他の郡のＩＤＰキャンプで活動中）
によるとこれは他郡のサイトでも同様であり、人々は一般に食事の内容に無関心

であり、健康と栄養に関する知識も乏しいという。朝はお粥と塩、昼・夜とご飯
とわずかな塩漬の魚という食事を続けながら「休に力が入らないから何か薬をく
れ。」と彼女に言ってくる人すら何人かいるという。何人もの乳幼児の年齢を関

いたが日本の子どもにくらべ随分小さいのには驚かされた。この健康に対する知
識の不足、無関心（あるいはそうせざるを得ない状況）はＩＤＰキャンプ内だけ

でなく普通の人々の間でも見られるものである。その後訪ねた村や会った帰還難
民の人々の様子からも同様なことがうかがえた。他県でも活動しているＮＧＯの

スタッフと話しても基本的に同じ状況らしい。

　まだ私がプノム・スロッチに関わるようになって日も浅い。しかしここの郡の
人々が健康に生活していくことを妨げている要因、この地域が抱える問題は今ま

で書いてきたものだけではない。まだ何枚もレポートが書けそうだ。現在高橋、

ウィリアム、フランソワの３医師の協力によって病院の再建は日々進んでいる。
まだ手探りをしながらであるが、スタッフのトレーニングなども始めた。

　病院というＡＭＤＡのベースは出来つつある。しかし地域全休の生活状況、保
健、衛生知識の底上げを行なっていかないかぎり医療だけ向上させても問題の根

本的な解決にはならない。今後の活動として準備しているモーバイル・クリニッ

クでは同時にこのようなプライマリーヘルスケアも地域のヘルス・ワーカーさん

たちと協力して行なっていきたいと考えている。
手をつけるべき問題は数多いが、地域の人々と話し合い、互いに学びあいながら

解決の方法を見つけていけるような関係を作っていきたい。

チャムバックIDPキャンプ内で唯－の

一年中使用可能な井戸。水は黒くにごっ

ている。この井戸の横で水浴びをする人

もいる。

－10－



プノム ・スロッス郡の村をまわって

　コンポンスプー県はﾌﾟノンペンの西約５０キロに位置する。その中でプノム・
スロッチ郡は県の西部コ・コン県、カンポット県に接する地域である。この地域

はどちらかといえば、「僻地」と言えるがプノンペンから港町コンポンソムヘ通
じる国道４号線が中心を貫いてお

沿いにあって出掛けやすい所だ。

り、ＡＭＤＡが援助している郡病院もこの国道

〃4､l刳堵･はｔ、．Ｊりり.｡u↓.､･-．嫌匍･a､9k､.ふ_この国道はカンボジアの中で一番整備された
「ハイウェー」でプノンペンから車で１時間半弱で行ける。プノンペン市街を出
れば今の季節では田植えが済んだ緑の田が広がり、あちこちに植えられたシュロ

ヤシの木、沼地に咲き乱れるハスの花など美しい風景を楽しみながらのドライブ
になる。おまけにカンボジアには交通法規というものがあるらしいが、誰も守ら

ず、回りに気を配らずのゴーイングマイウェー運転をするため、スリルも味わう
ことができる。

　ＡＭＤＡのカンボジア・プロジェクトは郡病院のサポートと郡内におけるモー
バイル・クリニックなど医療・保健活動等である。最近地域の調査を開始した。

日本では恐ろしいものと言えば地震、雷、火事、おやじ（？）であるが、ここﾌﾟ

ノム≒スロッチ郡にでは地震、ポル・ポト、強盗、レパード（トラを小さくした
ような動物）である。ﾌﾟノム・スロッチ郡にはＵＮＴＡＣ（国連カンボジア暫定

統治機構）の文民警察として派遣されたパキスタン・ヨルダンのお巡りさん達が

おられ、ＡＭＤＡは彼らのパトロールに同行する形で地域を回ることになった。

現在はまだ本格的な活動を前に調査を始めた段階である。１０月２７日に全スタ
ッフで第１回の調査に出掛けた。

11

国道４号線の脇に立つＡＭＤＡの看板
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八

　快適な国道４号線を脇道に入ると、もう舗装されている道路などどこにもない。
車輪で二本の溝がついた赤土のでこぼこ道が続く。四輪駆動車でしかとても走れ
ないような道である。四輪駆動車でだって油断はできない。何しろ我々は浅いと

思った水溜まりの上を通ろうとしたところ、ぬかるみの中に前輪がはまってしま

い、ＵＮＴＡＣのランドクルザーに引っ張り上げてもらって脱出するという一幕
まであったのだ。ぬかるみは深さ５０～６０センチはあっただろうか。ドライブ

を楽しむにしては少々（？）ハードなコースだ。
　しかし、ここにも道の両側には美しい田園や野原ののどかな風景が続く。小さ
な集落（プム）に時々出会う。ニッパヤシで作られた家が多いが、木造の高床式

の家もちらほら見える。あるプムはほとんどの家が木迫真床式だった。プムのい
くつかで止まり、地元の人にインタビュウーしてみる。

医師が来たということで調子の悪い人達が集まって来たが、マラリヤを疑わせる
人がほとんどだ。これは病院の外来、入院患者トップを占めるのがマラリヤ患者

であることも共通だ。季節的にもそうであるし、このプノム・スロッチ郡の西部
には山と湿地があり、マラリヤ蚊が発生するためだ。地域の人達に蚊帳を持って

いるかどうか訊ねてみたところ集まってきた人の中では誰も持っていないとのこ
とだった。ここでは通常病気になった場合コンポンスプー・タウン（県庁所在地）

から医療従事者に来てもらっているそうだが、１回の治療につきマラリアの場合
５０ドルが相場だとか。公務員の月給３０ドルそこそこという国でこれはたいへ

んな値段だ。もちろんこれだけでは食べていけないので皆副業をもっている。こ

の手当てに来てくれる人もこれをアルバイトにしているのであろう。一概に暴利
だと彼らを責めることもできまい。（アルバイトで大儲けをし、お金にならない

本業をいい加減にやっている医療従事者がいることも事実である。）集まってき

た患者に手持ちの薬品を渡し、郡病院に来るように言うが、どれだけの人達が来
院するのか・・・。伝統療法を利用する人も多いようだ。

－12

外来の子どもの看者を診療する

Ｄｒ．高橋。



　生活用水について問くと皆池等の水を利用しているという。各村にＵＮＩＣＥ
Ｆが掘った井戸があるそうだが、壊れているわけでもないのに全く利用されてい

ないという。他の地域で活動しているＮＧＯでも同様なことを問いたことがある。
ＵＮＩＣＥＦの掘った井戸は「不味い」と評判がよくないのだという。しかし郡

病院の井戸（同じくＵＮＩＣＥＦが掘ったもの）へは時々地域の人達がポリタン
クを持って水を汲みに来ており、「不味い」というだけの単純な理由とも思えな

い。もっとこの問題について追及したかったが、この日は時間が不十分でできな
かった。今後の郡内の地域調査の課題としたい。

　この２７日に回ったのはプノム・スロッチ郡の東部にある地域である。ここで
目につくのは各家の庭に大人の握りこぶし２つ位の大きさの石や砂利が積まれて
おり、人々がハンマーのようなものでそれを叩いている。

１０月中旬より通訳兼アシスタントとしてＡＭＤＡのスタッフになったドクター・
ボラーンによると大きい石を叩いて砂利にするという農家の副業なのだそうだ。

気の連くなるような話しである。このドクター・ボラーンはポル・ポト時代にコ
ンポンスプーにいたそうでこの地域の事に詳しい。

　同じプノム・スロッチ郡でも西部では連山が近く、木材の伐採が人々の副業に
なっていた。ここでは山に入りマラリア蚊に剌されるケースが多いと聞く。さら

に地元の人達が切り出す木は炭や薪にする程度の太さであるが、木材伐採業者は

直径１メートル以上ありそうな大木を次々に切り出し、プノンペン、コンポンソ
ムの両方向に送っている。コンポンソムヘ送られた木材は港から日本やタイなど

へ輸出されている。ポル・ポト以前のこの地域を知る通訳のソク・サブーッ氏は
山の木がすっかりなくなってしまったと嘆いている。

　環境の変化が心配されている。コンポンスプーの県の担当者とＮＧＯのミーテ

ィングの席上の知事の発言によれば、最近木材伐採が禁止されたとのことだが、
賄賂天国のカンボジアのこと業者がそう簡単に伐採を中止するとは思えない。

－13－

入院中の重症のマラリアの子どもを回

診するDr.Francois。この子どもは

治療のかいなく死亡した。
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　ましてやこれを唯一の現金収入にしている農民、ＩＤＰ達は生活がかかってい

るだけに単に禁止してもそれに代わる仕事がなければ、たとえ伐採によって将来
的に自分の生活環境が破壊されると理解したとしても、木を切り続けるだろう。

今だってマラリアの危険を承知で出掛けているぐらいだ。

　話は少々横道に逸れてしまったが、こんな副業の道いから狭い郡の中でも地区
によって抱えている問題は様々であることを今回痛感した。時間不足でもっとこ
の地区の医療だけでなく生活全休にかかわる問題について調査できなかったのが

残念だ。しかし焦ることはカンボジアでは禁物だ。これから少しずつでも各地域
を回り、郡内の状況を調べ、人々と知り合い、話し合い、よりよい地域保健、医
療活動の在り方を共に考えていきたい。

　このような希望は沢山あるのだが、不安なこともある。それはこの国に本当に
人々が安心して暮らせる平和な社会が戻るかということである。今回の調査では

帰りが少々遅くなり、通ってきたガタガタ道を国道４号線の方へ戻り始めて間も
なく日が落ち始めた。私は呑気に「きれいな夕焼けだなあ」などと景色をながめ

ていたのだが、ドクター・ボラーンの反応は道った。彼は「ここで暗くなってし

まったら危ない。」とかなり恐ろしがっている。ずっとＵＮＴＡＣの文民警察の
あとについて行動していたが、国道４号線に出るまで安心できなかったようだ。

ポル・ポト派によるプノンペン政府支配下の村への攻撃だのＵＮＴＡＣのヘリコ

プターヘの発砲だの平和への距離を感じさせるニュースが続いている。ＡＭＤＡ
だけでなく多くのＮＧＯが、そして当のカンボジア人達自身が医療・保健に限ら

ず教育・文化、福祉、農業、など様々な分野でこの国の再建のためにがんばって

いる。しかしこの国が再び戦場になってしまったとしたらこれらの努力もゼロに
もどってしまう。こんな事件のニュースに接したときどうしようもない虚しさ、

無力さを感じる。本当の平和が蘇るよう祈るばかりだ。

病院のスタッフに診療方を指導するDr.William
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岩米食隆氏

　６月21日から８月２日まで43日間バングラデシュに滞在し、難民キャンプにおける衛生教育法の改
善を中心にした活動を行った。

　キャンプの状況や難民の疾病構造などについては、前任までの先生方によって詳しく報告されてい

るので、いわゆる文化人類学的な見地からの考察を行ってみたい。

　【‘Rohingμ’（ロヒンギャ）】

　ミャンマーからのイスラム教徒の難民の民族名であるが、バングラデシュの人たちがその言葉を口

にする時、それは一頃の日本語の「チョソンピー」に似たニュアンスを持つ。

　「彼らはバングラデシュに来て初めて薬を口にするのだ。」

　「自動車を見るのも初めてという人も多い。」

　「日中、外に出る機会が多いと日焼けするので、皆から『ロヒンギャ！』と呼ばれてしまう。」

　「彼らはキャンプに居て、eating、sleeping and shitting の毎日だ。」

　「大人１人、一日あたり500gの米がもらえるから、ミャンマーに居た時よかよっぽど良い暮らしだ

よ。」

　バングラデシュの一般の人々は、仏教徒に迫害されたイスラム教徒という意味では多いに同情はす

るものの、階級制度の厳しいこの社会では、ロヒンギャはその辺の道端に寝ている人たちとさして変

わりのない存在なのである。

【文盲率94％】

　これは出発前に日本で聞いていたロヒンギャに関することの一つである。確かにこれは一面では正

しい。私が現地のスタッフの協力を得て行ったアンケート（Haludiりalong Camp、 Ukhμ、July 31、

1992）でも、男性92人（16才～85才）のうち、彼らの第一言語であるベンガル語が読めると答えたの

は３人（3､3％）、女性は29人（18才～60才）中１人（3.4％）であった。

　しかしビルマ語については、男性92人中44人（47.8％）、女性は29人中３人（10.3％）が読めると

答えた。この数字はバングラデシュの農村におけるベンガル語の識字率と大した差はないはずである。

召ｋ

　キャンプ内では高い人口密度のために生じる様々な健康に関する問題がある。その一つにトイレの

問題がある。キャンプ内にはＣＡＲＥ、ＵＮＩＣＥＦ等が造ったトイレがあるが、難民はそのトイレ　。

をなかなか使用しようとしない。トイレ建設の際には周辺の難民に、それを使用し、屋外では排泄し

ないように、あるいはサイフォン式トイレ（排泄物が溜まる空間が外界と交通していないタイプ）の

使用法（使用後、水で排泄物を落とし込む）などの説明もなされるが、新しいトイレが建設されて１

週間後にそこを訪れてみると、便器には排泄物（ベンガル語で『パイカナ』と言う）が山盛りになり。

トイレの建物の周辺にはパイカナが散乱しているという状態である。　トイレは衛生的な立場から、井

戸や川などの水源から15フィート（約20m）以上離れた場所に建設されている。ということは使用後

に流すべき水を汲みに行くのが非常に面倒臭いことにほかならない。後には建設した団体もそれに気

付いたのか、既設のトイレのサイフォンの部分を壊し、オープンタイプに改造してあった。このタイ

プは悪臭と害虫の進入を防止できないことと、幼児の使用が危険な場合もあるという欠点はあるが、

使用不能になることが少ないため、多くの人にトイレを使用させるという目的は果たせる。

　　「トイレに行くときはサンダルを履き、終わったら手を洗うようにとの指導もしているが、なかな

かね。」と、特に直接言葉の通じるベンガル人の、他の団体のボランティアたちは言う。日本人の発

想としては、相手が多数なのだからわかりやすいポスターを、ということになるが、ここでふと見渡

してみると、なるほど大小いくつかのキャンプを訪れてみたが、難民向けのポスターはただの１枚も

無い。「ロヒンギャは字を読めないから。」「何度言っても衛生観念がないから。」などがバングラ

デシュ人の共通の認識のようである。ロヒンギャに関する文化人類学的な調査は我々も含めて著しく

不充分である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－15－
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徒
の
少
数
民
族
、
ロ
ヒ
ン
ギ

ャ
族
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
西
部
に

住
ん
で
い
た
が
、
ミ
ャ
ン
了
一

軍
の
展
開
で
家
を
追
わ
れ
た
。

昨
年
暮
れ
か
ら
急
増
し
、
現
在
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
最
南
端
の
十

九
の
キ
ャ
ン
プ
に
約
二
十
七
万

人
が
収
容
さ
れ
、
雨
期
の
豪
雨

と
病
魔
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
難
民
の
救
援
活
動

は
、
二
千
人
を
超
え
る
欧
米
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
、
国
連
難
民

高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ

Ｃ
Ｒ
）
の
手
で
行
わ
れ
、
一
週

間
で
一
人
当
た
り
米
五
〇
〇
呵

▽
豆
六
〇
弓
▽
塩
五
吋
▽
油
二

〇
♂
詔
－
が
配
給
さ
れ
る
。

当
面
、
飢
え
に
陥
る
こ
と
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
ャ
ン

プ
の
半
数
を
占
め
る
子
供
の
栄

養
補
給
に
ま
で
手
が
回
ら
ず
、

岩
永
さ
ん
が
知
り
合
っ
た
十

五
歳
の
少
年
は
身
長
が
一
二

○
？
足
ら
ず
だ
っ
た
。
ま
た
、

衛
生
状
態
も
極
め
て
悪
い
と

い
う
。

　
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
も
と
も

と
世
界
最
貧
国
の
一
つ
。
難
民

を
抱
え
る
余
裕
は
な
い
が
、
難

民
は
「
今
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府

は
信
用
で
き
な
い
」
と
し
て
帰

惹
を
拒
ん
で
お
り
、
当
分
の
問
、

現
状
が
続
き
そ
う
。
こ
の
た
め

岩
永
さ
ん
は
「
日
本
が
ア
ジ
ア

の
り
Ｉ
ダ
ー
を
自
任
す
る
な

ら
、
こ
う
し
た
人
々
の
現
実
に

も
も
っ
と
関
心
を
」
と
話
し
た
。
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　【ロヒンギャの見た日本人】

　　「アリガトホー！JDechuapalong-I Campで１日の活動を終え、帰ろうとした私の肩に手を置いた

70才過ぎの老人が叫んだ。「先の戦争の時、日本の兵隊がビルマに攻めてきたのを見たが、あの時の

日本人は皆背が低かったのに、なぜあなたはこんなに背が高いのか？」私は174cmであるが、戦中の

日本人だと165cmあれば高いほうであっただろう。

　Haludiapalong Camp で、60才を過ぎたと思われる人たちにスタッフの通訳を介して（一人だけ英

語のわかる老人が居て、直接語ることができた）、やや恐る恐る戦時中の日本軍のことを訪ねてみた。

　「恐る恐る」というのは、韓国やフィリピン、シンガポールなどで旧日本軍による残虐な行為を忘れ

ない老人が多く居ることを知っているからである。しかし、ロヒンギャの老人たちは、「日本軍はよ

く戦いました。私たちはあるとき、日本軍が英国の戦闘機を撃墜するのを見て楽しみました。」「私

は日水軍に雇われて防空壕を掘りました。」「私も日水軍に雇われていました。あの時18才でした。」

などと懐かしそうに話し、「ドモ、アリガトー！」「コンニチワ！」など、片言の日本語まで話し、

よくも50年間も忘れずにいたものだと感心させられた。日本軍はビルマでは英国軍と戦ったが、ロヒ

ンギャが住むような旧英領印度国境付近の住民を、力ずくで支配するようなことはなかったのであろ

う。しかし彼らの出会った日本兵は地理的に見て例の「インパール作戦」に参加した兵士たちであっ

たはずであるが、「ビルマの竪琴」にあるような悲惨な目に会ったことであろうな、などと思ってい

るうちに、おもしろいことがわかった。スタッフが、にの人は日本人ですよ。」と、私を指して言っ

たのに対し、周りの人々が「エッ！」という表情を示したのだ。それは「残忍な日本人」に対する警

戒の空気ではなく、緊張が一度に解けるような雰囲気である。「ビルマ人ではないの！」なるほど、

キャンプに入る度に私に向けられるやや硬い感じの視線は、単に見慣れない外国人に対するものでは

なかったのだ。それまでにも３回ほど、英語で「ビルマ語がわかるか」と聞かれたり、いきなりスタッ

フも理解できない言葉（ビルマ語であったろう）で話しかけられたりしたが、まるで気にしていなかっ

た。（というのも、私は日本にいてもフィリピン人やマレーシア人に間違われることがあるからであ

る）しかし彼らにとっては、キャンプにビルマ人が来るというのは多いに緊張を伴うことなのであろ

う。今後、同プロジェクトに参加される方には憶えておいていただきたいことである。

　【ロヒンギャの子供たち】

　とにかく数が多い。一家族あたり４～６人、ときには８人も９人も子供がいる。キャンプの住居は

竹を編んで作った長屋が一般的である。一軒の長屋は六畳程の広さに仕切られ、それぞれに一家族が

住んでいる。一軒の長屋に数家族から10家族ほどが住んでいるから、朝、キャンプに着いて活動の準

備をしていると、だんだん人、と言うよりも子供たちが増えてきて、さてと思って見回すとドヤドヤ

と数十人の子供たちに囲まれていることがある。「ホラホラ！」と、長屋ごとに決められているリー

ダーが細い竹の棒で人込み、ならぬ子供込みの整理をしてくれる。日本から持参した「ハンマーパン

チ」という、赤いプラスチック製の、叩くと「ピッ」と音のするおもちゃのハンマーを貸してあげる

と、これは大いにうけた。叩かれると皆喜んでいる。

　衛生教育を始めるのであるが、最初は大きなボール紙に描かれた絵を見せて説明し、終わったらそ

の絵は丸めてその辺に置いておいた。そのうち、子供たちがそのボール紙を少し広げて絵を覗き込ん

でいるのを見つけた、実はその絵というのがよく描けているなと思っていたら、コーディネイターで

あるラジャック氏の母校のチッタゴン・アート・カレッジの後輩たちに描かせたものだという。なる

ほど。そして難民キャンプとは何の娯楽もないところなのである。テレビはもちろん、マンガもおも

ちゃもない。たまにビー玉を持っている子がいるが、多くは土を丸めて乾燥させたものでビー玉遊び

をしている。カラフルで写実的なポスターはもう少し眺めていたくもなるであろう。ボール紙の上部

に竹の棒を取付け、紐を通し、さらにＳ字金具を買ってどこへでも下げられるようにし、絵の説明が

終わっても帰るまではそのままにしておいた。これは子供たちだけでなく、大人にも興味を持っても

らえた。駆虫薬の投与中にもポスターの前に人が集まれば、「さっきの説明は聞いてましたか？」と

話しかけ、また説明をして、より多くの人たちに衛生教育を行うことが出来るようになった。ポスター

の絵は「トイレに行く前と食事の前には手を洗いなさい」とか「川の水は直接飲んでは行けません、

飲む前に煮沸するか、浄化剤を入れてから飲みなさい」などといった内容なのであるが、それぞれの

絵の上にベンガル語で簡単な説明が書かれてあった。ロヒンギャはビルマ語を読める人が多いと知る

と、若い難民の一人に頼んでビルマ語の説明も書き加えてもらった。

　学生の時、台湾の台北医学院の医療服務隊に加わり、そこの衛生教育に関心したことがあった。主

に糖尿病と高血圧に関する知識の普及が目的であったが、まずスライドを見せながら説明し、それが

終わるとまた同じスライドを見せて簡単な質問をし、手を上げて正しい答を言えた人に賞品をあげる
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というものであった。我々はポスターを見せながら同じように簡単な質問をし、賞品として小さな石

鹸や日本から持参したビー玉（「クリスタルボール」という名のキラキラのビー玉。ハイドロカルチャ

ーに使う）、ゴム風船などをあげた。ゴム風船を賞品にすることを思い付いたのは、キャンプ内で時

々子供がやたら大きいピンク色の風船を膨らませて遊んでいるのを見かけ、よくよく見るとそれがコ

ンドームであったという驚きからである。「子供は遊びの天才」という言葉が思い出された｡

　【今後に向けて】

　初めての難民キャンプでの体験であった。目の前で人がばたばたと死ぬような所かと覚悟して行っ
た（特に雨期はひどくなると聞かされていた）が、一月半の間に死人を見ることはなかった。現在キャ

ンプで必要とされるのは、死を見つめるより、何もない所で退屈している10万人の子供たちに楽しい

思いをさせ、字を覚えることに興味を持たせ、将来に希望を抱けるように導ける、明るい人である。

現状が悲惨であるからといって悲観的になってはいけない。

　難民たちのミャンマーヘの帰還は、現地の新聞等の情報などからしても相当先のことになりそうで

ある。現在私が心配しているのは病気等のことではなく、キャンプ内での不穏な状況、つまり難民間

のドンパチである｡初めはＩつのキャンプだけであったが、最近はあちこちに飛び火している｡

　帰国してから、何を見るに付けてもキャンプのことを思う日々である｡また機会を与えられれば喜
んで行きたいと思っている。

キャンプ内の井戸水は貴重な水源です
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⑤乍ンエ一旅路アンケート服朧

HaludiリalongCamp，Ukhμ，July牡ＩＨ２

岩永資隆(AMDA，JUan)

Dr，Sumana Barua{DeDartmentof Community Medicine。

　　　　　　lnsいtuo of Applied HHlth Sclences，Chittuong)
SARHzak(AMDA，hngiadHh)
Md.Nuruoah(AMDA，Bangladesh)

Md，Zonaed(AMDA，Bangladesh)

目　的

　文盲率が高いといわれるミャンマー難民（ロヒンギャ族）において、文字によるコミュニケーショ

ンの可能性と、その場合の適切な言語を選定すること。

　有効な文字言語が有れば、ポスター（現在、全てのキャンプにただの１枚もない）やパンフレット

等による効果的な衛生指導・衛生教育、あるいは生活一般に関わる広範な情報の伝達が可能になる。

調査人数

男
女
計

16才～85才

18才～60才

　9

　2

12

2人

9人

1人

調査方法

個人面接による聴き取肌

バングラデシュ人のヘルスワーカーがベンガル語で行った。

調査票

　（1）①male

　（2）①age

　（3）
山
西
③
㈲
尚
尚

Ｂｅｎｇａ１

②ｆｅｍａｌｅ

心八ｓｒｍ-ｉ四四-？
Ｂｕｒｍｅｓｅ

Ｅｎ ｌｉｓｈ　　ｇ

Ａｒａｂｉｃ

ｕｒｄｕ

ｏｔｈｅｒｓ（ｍｅｎｔｉｏｎ ｉｆ ａｎｙ）

（４） こー９‾ぴiylJyrで･Iてr ulplて頁ｒ？

ｄａｕｎｇ

Ａｋｙａｂ

ｏｔｈｅｒ ａｒｅａ （ｍｅｎｔｉｏｎ）

nl　y白arsof schooling dj.d you finish ？記怒?-j讐.男2り91‘･9乙p？

ｈ１９ｈ ｓｃｌｌｏｏ１ 一一一一 １０ ｙｅａｒｓ

ｃｏｎｅｑｅ －’一一一一一一 １２ ｙｅａｒｓ

ｎｔｈＱｒｓ（ｍｅｎｔｉａｎ）

yy祠参府ｒ呪4？ﾘ仰い

　ね:9

坏司淫μ哭i 21-e31ヽr匯ざて1回゛.芦７弓.’）

Ｗｈｉｃｈ ｌａｎｇｕａｇｅ ｄｏ ｙｏｕ ｒｅａｄ ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

ＷｈｉＣｈ ｐａｒｔ ｏｆ Ｂｕｒ】１１Ｆｌｄｏ ｙｏｕ ｃｏｎｌｅ ｆｒｏｍ ？

Ｄｏ ｙｏｕ ｈａｖｅ ａｎＹ ｃｈｉｌｄ£ｅｎ ？

ｌｌｏｗ ｌｕａｌｌｙ ｃｈｉ］ｄｒｅｎ ｄｏ ｙｏｕ ｈａｖｅ ？

(８)Ｄｏ ｙｏｕｐｌａｎｔｏ ｇｉｖｅａｎｙｅｄｕｃａｔｉｏｎｔｏ ｙｏｕｒｃｈｉｌｄ£｀ｅｎｉｆ ｔｈｅｒｅｉｓ ａ ｃｈａｎｃｅ？

　　(

夕郷‾ﾀフタA4‾匯匹'‾‾ﾀﾌﾟ9‘77)

･匹mjﾏﾏ(匹り百万苓21Tや７つ
　　②ｎｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛

冊づ言）
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主な結果

読解可能言語　（第一言語はベンガル語）

男　　ビルマ語　　47.8％（18才から60才まで読解可能者がいる）

　　　ベンガル語　3.2％

女 ビルマ語

ベンガル語

10.3

　3,4

％

％

文盲率（読解できる言語が何もない）
一
男　　40.2％

女　　7 9, 3％

就学期間Ｏ年間（学校に行かなかった）

男　　43,5％

女　　7 9.3％

まとめ

　ロヒンギャ族の本来の居住地域であるミャンマーにおける生活に関する資料が皆無である状態での

調査である。ミャンマーという国自体が発展途上国であり、特に農村における教育の普及率はさほど

高くないと思われるが、ロヒンギャ族（推定人口約150万人）はそのミャンマーでもさらに地理的に

辺境地域であるアラカン州に主に居住し、人種的・言語的にも、また宗教的にも少数民族であり（英

国による植民地化以前は「アラカン・モスリム王国」という独立国家であった）、しかも反政府独立

運動が根強いため、ミャンマー政府からは国籍さえも与えられていない存在である。日本で聞いてい

た、「文盲率94％」という事実は、我々が衛生教育に使用した大型のポスターに書かれたベンガル語

による説明に対する反応や、子供たちの正確な年齢を憶えていない親が多数居ることなどからも納得

できた。しかしある日、そのポスターを見ていた数人の10代の難民の一人に、「これ読める？」と訊

いたところ、「読めない。」ああ、やっぱり。しかし、そのあとの一言、「でもビルマ語なら読める

よ。」この言葉に、なるほど、もしミャンマーで教育を受けたとすると、それはビルマ語による教育

であるはずだと思い付き、その普及率を調査し、ビルマ語が情報伝達手段として有用な言葉であるか、

あるいは他に有用な言葉があるのかを探ろうという気になったのである。

　結果としては、やはりビルマ語が、読解できる者の一番多い言語であることがわかったが、その割

合（男性47､8％、女性10､3％、総合38､8％）は当初の予想より商いものであった。平たく言えば、ビ

ルマ語によるポスターなどの内容は、10人のうち４人には理解してもらえるし、残りの６人もその４

人から教えてもらえるということである。この40％近い数字は、バングラデシュの農村におけるベン

ガル語の識字率と大して変わらないものであるはずである。しかもビルマ語の読解可能者を、男性の

年齢別の分布で見てみると、10代から60代までにわたっており、情報が、ある特定の年齢層以外には

伝わらないということのないことを示している。

　ここで女性についてであるが、一般にイスラム教の社会では女性の地位が低く、教育の普及率も男

性ほどではないことが多い。特に農村ではその傾向が強いことは容易に理解できる。今回の調査でも、

男性の文盲率40.2％に較べ、女性の文盲率は79､3％と、実に倍近いものがある。ただし、この調査に

おける女性の数は29人とかなり少ない。調査にあたったヘルスワーカーが全員男性であったため、女

性に話しかけるのがやや難しかったのである。（男性は、女性が居る難民の住居には入れない）この

ような社会での調査の際には、女性の調査員も居ることが望ましい。また、結果が男女でかなり開き

があるので、対策も男女分けて考える必要がある。幼児や女性固有に関する衛生的な知識は、文宇で

の普及は不可能と考えて、女性だけを集めて、しかも女性のヘルスワーカー等が指導にあたる、といっ

た対応が必要である。

　読解可能者が比較的多いアラビア語は、madrHと呼ばれる、主にコーランを教える宗教的な塾で

学習されているものである。「アラビア語の新聞は読めるか？」との質問には、「新聞は現代用語が
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多くて理解できない。」とのことであり、コミュニケーションには不適切である。

　ウルドゥ語は現在のパキスタンと、インドの一部の州の公用語であり、東パキスタン時代（1947年
～1971年）の現在のバングラデシュ地域でも公用語であった。しかしその当時でも一般のベンガル人
の第一一言語はベンガル語であったことをあわせて考えると、ビルマ（当時）領内に居住していたロヒ

ンギャ族がウルドゥ語を理解できるほどの、国境を越えた政治的あるいは文化的な影響力があったも
のと考えられる。ウルドゥ語はアラビア語と共通な文字を使用する言語であるので、アラビア語を学

習した者には比較的収得が容易であるということもその普及の理由の一つである。

　アラビア語及びウルドゥ語を情報伝達手段として使用するのには、言語としての理解度や浸透率な
どとはまるで違う次元で無理な理由がある。あるキャンプで発生した難民間の発砲事件が飛び火する

形で数箇所のキャンプに拡がっているが、この事件の素は、現地の新聞に報道されたところによると、

一部のイスラム教系のＮＧＯが難民たちに密かに行った、イスラム教徒を迫害する仏教徒の国である

ミャンマーヘは帰るなという説得に共鳴する派と、あくまでも自分たちの故郷へ帰ろうとする派（バ

ングラデシュ政府ももちろんそれを望んでいる）との対立である。従って、キャンプ内においてアラ

ビア文字による教育活動や広報活動を行うことは、不必要な、あるいは時としては身の危険を伴うよ

うな誤解の種になり得るのである｡

　次に、調査票で出身地を訊いた、地域によって教育の盛んな地域と、そうでない地域があるのかを
調べるためである。

　Buthidaung男64人　女18人　計82人

　Maungdaw　男27人　女10人　計37人

　Rathedaung男　１人　女Ｏ人　計１人

　Akyab　　　男Ｏ人　女　１人　計　１人

　このうちButhidaungと

なりの違いが見て取れる。

Buthidaung

Maungdaw

Maungdawを較べてみると、（集団の大きさの差にやや問題はあるが）か

男
女

男
女

就学期間Ｏ年

　3 2.8％

　6 6.7

　6 6.7

　100

文盲率

　31.3％

　66.7

　63, 0

100

ビルマ語識字率

　　59,4％

　　16,7

　　22.2

　　0

　単にButhidaungが都市で、Maungdawが農村なのか、ミャンマーの、特にアラカン地方に関する情

報がほとんど無い現状では何とも言いがたいが、ロヒンギャ族も出身地域によって識字率に差がある、
ということも知っておく必要があろう。

　調査票の最後にある、「チャンスがあれば、あなたは自分の子供に教育を受けさせたいと思います

か」（子供があるという人にだけ訊いた）という質問には、見事に100％の人が･yes’と回答した。

実はこれもあるとき40代の男性の難民に話しかけたことが動機である。彼は文盲であった。子供は５

人。「子供たちを学校へやりましたか。」「いいえ。」「なぜ？」「ビルマではいくら学校へ行って

も、イスラム教徒では良い職には就けないからです。学校へ行っても無駄になります。」夢も未来も

無い話しであった。在日の韓国・朝鮮人の友人たちは、「日本では外国籍では公務員になれないから、
rZ呻jゝhttp://www.一心－a･･l-a･一一－　　-●■●-●｡●　－　　　‘”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　－.-･一一.I.-..-ゝys-●･ISJS●~'-･●･'－●‾μ"J自分たちは理系の学校に入って技術者になるか、芸能関係か、あとはスポーツ選手になるかだ

．｣とー　．-=-　・　●､●　－

言っていたが、ミャンマーはそのような選択さえも無い社会なのであろうか。調査の結果としては意

外と言ってもよいものである。「チャンスがあれば」と言う部分を大いに都合好く（ミャンマー
で差別がなくなればとか、アラカンが独立すればとか）解釈したものかもしれないが。しかし、ベン
｡●a.一gf　･a.･　d-　_t･-｡･-a　　　　－　－’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－・　･-･･|･-’ミー’゜･-

－ ｗ’¶゜●●●｀Ｎａ　ｗＮＭ●　゛ヾ
ガル語、ビルマ語。英語、アラビア語、ウルドゥ語と、調査した５ケ国語全ての読み書きが出来ると

答えた60才のイマム（宗教的指導者）は達者な英語で、「私はここのモスクで子供たちに、英語とア

ラビア語を教えている。ビルマ語も教えたいが、教材が無いし、金も無い。」と言ったので、「どう

●｡-･ﾙｰ　=一心●-●.j　　　ﾐｰk　°･　~-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　===㎜　●･　㎜　’‾四　　■-’-
-●　‾－Ｊして第一言語であるベンガル語は教えないのですか。」と訊くと、rベンガル語はビルマに帰ったら

何の役にも立たない。」とのことであった。イマムの言葉は、必ずミャンマーに帰るという意志と、

将来、子供たちが国に帰った時に役に立つように、という積極的な姿勢とが伺えた。
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全出身地旭

言売角早’日Ｔ育畦胃Ｒ吾 （1ﾇ4）

1Ｂ　歯9（才’） １６－ヽ一１９ ２０－－２９ ３０~３９ ４０･～一４９ ５０-～-５９ ６０-ヽ一６９ ７０－－７９ ８５ 副-

人　委兌（人） ７ ３０ ３０ １４ ６ ４ Ｏ |． ９２
a売

め

る

言

酋吾

べこﾉﾒﾌﾟ｀ノレ言路 １ １ １ ３ ３．２ ９６

ビノレマ誇吾 ２ １８ １５ ３ ５ １ ４４ ４ ７． ８

μi　　　唇蒔 ３ ２ １ １ ７ ７．６

アラビア言吾 ５ ３ ５ １ ３ ｌ了 １８．５

ウノレドウ霞吾 ２ １ １ １ ２ ２ １ １０ １０．９

L文　　m １ １１ １２ １１ １ １ ３７ ４０．２

文盲の割合（Ｓ） １４．３ ３６．７ ４０．０ ７８．６ １ ６ ． ７ ２５．０ Ｏ ４０．２

｛注丿禰数の言語を読解可能な者が居るため、名１語の読解可能者と文盲の数の合計は各年齢層ごとの人数を越えることがある。

Jliλこきiiき=Jt月『ZJでI（1月）

年　歯貨（才-） ｔ６~-１９ ２０～一２９ ３０－－３９ ４０~４９ ５０~-５９ ６０-ヽ-６９ ７０一一７９ ８５ 計
人　委交（入） ７ ３０ ３０ １４ ６ ４ Ｏ １ ９２

o　（mr喝ｊ １ １０ １４ １１ １ ３ ４０ ４３．５宍S

１~２ １ ４ ｌ ６ ６．５

３~４ ３ １１ ７ １ １ ２３ ２５．０

５~６ １ ５ ２ １ ９ ９．８

７~８ ２ ２ ３ ２ １ １０ １０．９

９－ヽ･１０ １ １ １．１

１１－ヽ一１２ ２ ２ ２．２

１３ １ １ ｌ．１

ヱ ｲＪ匙（７） 娑|兌 （男

舞乙　歯令（才） １ ６ -－１９
２０~２９ ３０－-３９ ４０~４９ ５０一一５９ ６０~６９ ７０一一７９ ８５ 訓-

人　委女（入） ７ ３０ ３０ １４ ６ ４ Ｏ １ ９２

Ｏ　　（人） ７ １５ ２

１~２ １０ ９ １

３~４ ５ ＩＩ ４ １ ２

５~６ ８ ５ ２ １ １

７~８ ３

９ １ ３ １

言ダき 角ＺＦ ７５丁 fi巨 副賞t　a7等 （太）

1狐　両者（才） １８ ２０-－２９ ３０-～３９ ４０一一４９ ５０ ６０
訓-

人　嬰交（入） ６ ９ ９ ２ ２ １ ２９

言売

ｙ）

る

男t

a蒔

／くこノガ｀ノレ回路 １ １ ３．４５Ｍ

ビノレーマd5 ！ １ １ ３ ｌ０．３

ji　　　aa Ｏ Ｏ

アラビアa7i ２ ２ ６．９

ウノレドウ言路 １ １ ２ ６．９

－て女こ　　盲 ４ ７ ８ １ ２ １ ２３ ７９、３

文盲の割合（％） ６ ６． ７ ７７． ８ ８８．９ ５０． ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ７９． ３

（注）複数のｊ語を読解可能な者が居るため、各８語の読解可能者と文盲の践の合計は各年齢層ごとの人数を越えることがある。

片リに･登Eiぎ=まtJjr4lj（'女）

年　歯令（才ｊ １８ ２０~２９ ３０-～３９ ４０~･４９ ５０ ６０ 劃一

人　要覧（人） ６ ９ ９ ２ ２ １ ２９

O　（fiE，阻j） ４ ７ ８ １ ２ １ ２３ ７９．３９６

１　-ヽ一２ １ ！ ３．４

３〃ｗ４ ２ １ １ ４ １３．８

５~６ Ｏ Ｏ

７ １ １ ３．４

２ﾓr゛- m（フ） 袈?文 （女）

到こ　歯9　C才） １８ ２０-－２９ ３０-ヽ-･３９ ４０-～４９ ５０ ６０ 訓‘

ﾉ、ｰ女（人） ６ ９ ９ ２ ２ １ ２９

Ｏ　　（メ、） ３ ２ １

ｊ　~２ ３ ５ １ １ 1、

３~４ ２ ３ .1

５-－６ ５ １
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Ｍ』ＪＪｕＬｄ-．ａＪ_．仙身渚

言勇i角早j≡iT育巨丿冒t言吾

年　齢（才） １６⌒-１９ ２０へ･２９ ３０⌒一３９ ４０へ一４９ ５０ヘー５９ ６０~６９ ７０一一７９ ８５ 計
人　数（人） １ ９ ５ ８ ２ ２ Ｏ Ｏ ２７

読

め

る

言

語

ベンガル語 １ １ ２ ７．４５匈;

ビルマ語 １ ２ ２ １ ６ ２２．２

英　　　語 Ｏ Ｏ

アラビア語 １ １ １ １ ４ １ ４． ８

ウルドゥ11吾 １ １ ２ ７．４

文　　盲 Ｏ ７ ２ ６ １ １ □ ６３．０

文盲の割合｛Ｘ｝ Ｏ １１ 。８ ４０．０ ７５．０ ５０．０ ５０．０ ６３．０
nH悛Ｓ＆ごＳφ迪･にす仙J、セ，，。ｔ　　ふ．一・

（注）複11の言語を読解可能な者が居るため、各言語の読解可能者と文盲の数の合計は各年齢層ごとの人数を越えることがある．

恋いｙ=其月 匯rl （男）

年　齢（才） １６-ヽ一１９ ２０へぺ!９ ３０⌒ヽ･３９ ４０へ･４９ ５０⌒一５９ ６０へ･６９ ７０･ヽ･７９ ８５ 計
人　数（人） １ ９ ５ ８ ２ ２ Ｏ Ｏ ２７
Ｏ　（年間） ６ ３ ６ １ ２ １８ ６６．７％

１~２ １
１ ３．７

３~４ ３ １ １ ５ １８．５

５~６ １ １ ３．７

７~８ １ １ ２ ７．４

-ﾆEF-ｲj=いフ） 笑交 （男）

年　齢（才） １６~１９ ２０⌒一２９ ３０ヘー３９ ４０~４９ ５０一一５９ ６０~６９ ７０-ヽ-７９ ８５ 計
人　数（人） １ ９ ５ ８ ２ ２ Ｏ Ｏ ２７

Ｏ　（人） １ ３

１~２ ５ ２

３~４ １ ２ ３ １ １

５~６ １ ２

７~８ ２

９ １ １ １

言ﾀﾞ一角塚‾iΞ≡iｺﾞ育註1脛1言吾

年　齢（才） １８ ２０-ヽ一２９ ３０-ヽ･３９ ４０へ･４９ ５０ ６０ 計
人　数（人） ２ １ ４ Ｏ ２ １ １０

文　　盲 ２ １ ４ ２ １ １０ １００％
文盲の割合（％） １００ １００ １００ １００ １００ １００

京いﾄﾞ=其月 rUで1 （女）

年　齢（才） １８ ２０-ヽ２９ ３０~３９ ４０~４９ ５０ ６０ 計
人　数（人） ２ １ ４ Ｏ ２ １ １０

Ｏ　（年間） ２ １ ４ ２ １ １０ １００％

平戸付いフ） 要覧 （女）

年　齢（才） １８ ２０~２９ ３０～３９ ４０-ヽ一４９ ５０ ６０ 計
人　数（人） ２ １ ４ Ｏ ２ １ １０

Ｏ　（人） １

１~２ ２ １ １ １

３~４ １

５~６ ３
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- ヽ

Ｂ１･．ｋ．ｈ．_ＬＩＬａ ｕ ａ_ｇ＿出直狸

言弓11！ 角早石工首l巨容t言吾 （1月）

年　歯令（才-） １６－ヽ一１９ ２０-ヽ･２９ ３０~３９ ４０~･４９ ５０-ヽ一５９ ６０~６９ ７０･～-７９ ８５ 言十

人　変女（人） ６ ２１ ２４ ６ ４ ２ Ｏ １ ６４

a売

め

る

露

茜吾

べこノカ｀ノレ言吾 １ １ １．５!恥S

ビノレマa吾 ２ １７ １３ １ ４ １ ３８ ５９．４

3i　　　言吾 ３ ２ １ １ ７ １ ０． ９

アラビア貧吝 ４ ２ ４ １ ２ １３ ２ ０． ３

ウノレドゥ言吾 １ １ １ ２ ２ １ ８ １ ２． ５

L文ﾊﾟー １ ４ ９ ５ Ｏ Ｏ ２０ ３１．３

文盲の割合（％） １ ６ ． ７ １９．０ ３７．５ ８３．３ Ｏ Ｏ Ｏ ３１．３

（注）複数の言語を読解可能な者が居るため、各言語の読解可能者と文盲の穀の合計は各年齢層ごとの人ｎを鍼えることがある可能な者が居るため、各言語の読解可能者と文盲の穀の合計は各年齢層ごとの人戮を越えることがある．

JIりiこ ﾏ皿月 隆司
（

男）

年　歯令（才ｊ
１６ －ヽ一１９

２０~２９ ３０－ヽ一３９ ４０~４９ ５０－ヽ-５９ ６０-ヽ一６９ ７０－－７９ ８５ 計

人　委交（人） ６ ２１ ２４ ６ ４ ２ Ｏ １ ６４

Ｏ　（年rgl） １ ４ １０ ５ １ ２１ ３２．８５陥

１~２ １ ３ １ ５ ７．８

３~４ ３ ８ ６ １ １８ ２８．１

５~６ １ ５ ２ ８ １ ２ ． ５

７~８ １ ２ ３ １ １ ８ １２．５

９~･１０ １ １ １．６

１１ -～１２ ２ ２ ３．１

１３ １ １ １．６

＝EF- イJﾆ匙 （7）　匹 （男
）

m　歯負（才） １６-ヽ一１９ ２０一一２９ ３０-ヽ一３９ ４０一一4｀9 ５０~５９ ６０-～６９ ７０~７９ ８５ 計

人　委女（人） ６ ２１ ２４ ６ ４ ２ Ｏ １ ６４

Ｏ　　（人ｊ ６ １２ ２

１~２ ５ ６ １

３~４ ４ ９ １ １

５~６ ７ ３ ２ １ １

７~８ １

９ ２

首ダli 角zil ”i玉案「育咀　’鰹題t　酋Z・ （女）

年　歯令（才） １８ ２０-ヽ一２９ ３０－ヽ-３９ ４０一一４９ 計

人　裳交（人ｊ ４ ８ ５ １ １８

読

め

る
言

語

ペンガノレ言吾 １ １ ５．６５尾

ビノレマ茜吾 １ １ １ ３ １ ６． ７

苫吃　　　言路 Ｏ Ｏ

アラビアS吾 ２ ２ ＩＩ．１

ウノレドウ茜吾 １ １ ２ １ １ ． １

戈:　　　盲 ２ ６ ４ Ｏ １２ ６６．７

文盲の割合（％） ５０．０ ７５．０ ８０．０ Ｏ ６６．７

（注）複数の言語を読解可能な者が居るため、各言語の読解可能者と文盲の勲の合計は各年齢層ごとの人数を錘えることがある.

J蝕力こきiき=｝tJI　rij?i（女）

年　歯令（才“ｊ ｔ８ ２０-ヽ-２９ ３０-ヽ一３９ ４０－ヽ一４９ 計

人　要文（人） ４ ８ ５ １ １８

Ｏ　（茸lr彗1） ２ ６ ４ Ｏ １２ ６６．７９必

１~２ １ １ ５．６

３~４ ２ １ １ ４ ２２．２

５~６ Ｏ

７ １ １ ５．６

平Ｆ- イΞμﾐ (フ) SSIこ（女）

年　歯令（才） １８ ２０－ヽ-２９ ３０~３９ ４０~･４９ 計
人　委兌（人） ４ ８ ５ １ １８

Ｏ　　（人ｊ ３ ２

１~２ １ ４ １

３~４ ２ ２

５~６ ２ １
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国際緊急救援ＮＧＯ合同委員会
　　　巣癩紐膀諺柵朧漱総厠削勧蜃鋸翼徊§|

アジア医師連絡協議会　林秀雄先生

　ＪＪＮ会員の皆様におかれましては、おかわりなく御活躍のことと存じます。私は、この度

のエチオピア・ティグレイ緊急救援プログラムの中の医療援助に従事しておりましたが、活動

期聞か終了いたしました。

　私は、アクスム（ティグレイ州　中西部の中心）にあるセントメリーホスピタル、即ちアク

スム病院で外科を中心とした診療を行ないました。アクスムに於ける診療および若干の感想に

ついて記して最終報告とさせていただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　アクスムの町自体は、中心部で数千人、周辺部をいれて数万人の小さな町です（但し、アク

スム郡としては数十万人となる）。この町は、エチオピアの発祥といわれるアクスム王国があ

ったところであり、歴史的に重要な遺跡があります。又、アクスム王国のエザナ王がキリスト

教に改宗したことから古い教会もあり、エチオピアオーソドックス教会の重要な場所とされて

います。そのようなことから観光地ともなっており、小さな空港もあることもあり、欧米やア

ジスアベバからの観先客が時々やってきます。現在は雨季で、気象条件が悪いため時々欠航し

ていますが、現地の人々にとっての重要な交通手段となっています。

　アクスムには政府公認の観光ガイドかおり、外国人は彼らのガイドなしには遺跡に入れない

ようになっています。ホテルなども外国人はエチオピア人の２倍の料金をとるところが多いよ

うです。また、外人相手に古銭やみやげものを売りつけようとする人々もいます。しかしなが

ら、一般の人々の暮らしはもっと静かなものです。商人以外の殆どの人々が農民で、町の人も

家の敷地に畑をつくっています。

　アクスムの男達はあまり働かない、という話をききます。ひまがあれば、地酒のスワ（ビーj、

ルの様な飲料）を飲んでいるとか。女達は、家事以外の仕事もこなしたり、内職にスワを仕込

んで売ったり、働き者が多いとも聞きました。アクスムは、町の大きさの割には飲み屋の多い

所です。他に娯楽らしい娯楽がないせいもあるのでしょう。

　しかし、男達があまり働かないように見えるのも、農業の形態にもよるのでしょう。種を蒔

いたらあとはお天気まかせで、刈り入れの時まで特にすることもないようです。今年は雨季の

開始が遅く、種蒔きの時期も遅かったため、作物はまだ十分に成育しておらず、９月の半ばま

で雨が降らないと、十分な収穫が得られない可能性があります。アクスムでは時々強い雷雨が

あり、送電線が落雷で被害を受けたり、ダムが決壊したりしています。植林事業がうまくいく

まで山の保水力は向上しないでしょう。したがって強い雨が降ると全てを押し流してしまいま

す。もちろんテラスメーキングや植林はなされていますが、効果がみられるのはまだ先のこと

のようです。
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　さて、土曜日はアクスムで市のたつ日で、近在から多くの人々が集まります。そして、つい

でに病院にくる人々がけっこう多いようです。しかし現在は雨季なので患者が少ないとのこと

です。道路事情が悪いことも大きな原因でしょう。泥でぬかるんだ道を延々と何キロも歩くこ

とは、健康な者にも気のすすむことではありません。

　病院にくる人の中には、いよいよどうしようもなくなって来院する人がかなりいます。外傷

の場合は比較的すぐに来院するのですが、それでも骨折など、変形治癒や偽関節を形成してか

ら来院するものもいて、治療が難しくなっています。また、地雷や不発弾で負傷する人がかな

りいます。農民が畑を耕していて地雷に触れる場合や、子供が不発弾をおもちゃにしていて手

をふきとばされるなど悲惨な例も見られます。

　悪性腫瘍の患者も、来院時には手遅れのものが殆どです。例えば、末期の乳癌の手術を行な

いましたが、それは延命のための根治手術ではなく、腫瘍がくずれてきて感染し悪臭を放つ状　－

態のため、本人も周囲も非常に不快な思いをしているので姑息的にでも手術をした方が良かっ

た例で、少なくとも状態は改善しました。又、かなりの数で帝王切開があり、女性の骨盤が胎

児の頭に対して狭い例が多いようです。私の滞在期間（6/3～9/9、診療活動期間7/18～9/1）

中に約60例の手術を施行しましたが、その内容を分野別にみると、

　　　外科　　　　32例

　　　整形外科　　15例

　　　産婦人科　　8例

　　　泌尿器科　　4例

そのうち31例は全身麻酔の症例でした。その他、手術はしませんでしたが、熱傷（火傷）が数

例あり、ほとんどが幼児でした。また、耳、鼻に豆などの異物を入れてとれなくなった例も数

例（これも幼児）ありました。

他に手術を予定していましたが延期又は他院へ紹介した例も何例かありました。

　その１、手術のために必要な血液が得られない。

－もし輸血が必要となった時は、親類などの協力によるしかないのが現状であり、協力が得ら

れなかったり、親類が近くにいなかったり、供血者がいても血液型があわなかったりして、な

かなか条件が整いません。緊急手術では状態が悪くても手術をしますが、待機手術では貧血状

態を改善しない限り、麻酔士の協力を得ることはできません。そのために親類縁者がアジスア

ベバに多くいる人は、アジスアベバの病院に紹介しました。

　その２、手術器具がない。

一複雑な骨折の症例や内固定の必要な骨折の患者に対して、内固定用の板や釘がないために、

数例をメケレの整形病院に紹介しました。又、下肢静脈瘤の抜去用銅線もなく、この症例もメ

ケレ病院に紹介しました。その他、簡単な診断器具も無いことがあり（例えば肛門鏡）、時に

不便を感じさせられました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－27－
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　又、せっかくＸ線撮影装置（日本政府の供与）がありながら、造影剤がないためにその効果

を十分には発揮できていないのは残念です。もちろん非常に役に立ってはいるのですけれど。

　ＪＪＮで購入予定の医薬品については、ロンドンのＲＥＳＴ事務所を通じて購入することと

し、藤原氏を介して発注しましたが、私の在任中には間に合いませんでした。医薬品も不足が

ちで、現在のところはＧＥＤ（ドイツのＮＧＯ）から援助が以前にあったものがまだ多少残っ

ているようですが、厚生省からは３ヶ月に１度、１ヶ月分相当の薬品が供給されるだけだそう

です。エチオピア厚生省の予算は限られており、地方病院に充分な予算配分がなされていると

は思われません。物価は年々上昇していますが、予算は何年も変わっていないそうです。今年

日本政府から供与された医療機材も（Ｘ線装置など日本人技術者が直接現地で据え付けたもの

を除いて）、アジスアベバの厚生省からアクスム病院まで届いていません。厚生省の言い分で

は、地方に配給するための輸送の予算がないということです。基本的にはこの状況は慢性的な

ものであり、彼ら自身によってすぐに解決される問題ではないように思われます。

　酸素の問題については、院長、麻酔士の協力を得て、病院の運営委員会に強く働きかけ、な

んとか供給される見通しがつきました。この問題も当初支出費目に「酸素の充填」が無いとの

ことでしたので、ＪＪＮで負担すると申し出たところ、輸送のための車がないなどの抵抗があ

りましたが、今回は彼らの費川負担で行なうようです。（充填費用は高くありません。）なん

とか問題は解決されましたが、外圧がなければ勤かない、誰もが当事者になりたがらない体質

というのは問題があるように思われました。

　とにかく、アクスム病院には潜在能力はあり、個人個人はよくやっているのですから、その

能力をどうひきだしていくかがこの地区の医療レベルの向上に関しての課題であるように思わ

れます。アクスム病院はアクスム地区のみならず周囲のアドワ地区、シレ地区からも患者を集

めている中心となるべき病院なのですから、よりいっそうの整備が必要のように思われます。

　最後に、ＲＥＳＴのメンバー、アクスム病院のスタッフの協力に感謝し、ＪＡＮＩＣの伊藤

氏、ＪＪＮの有馬会長、事務局の大島さん、藤原氏、小野氏、会員諸兄諸姉の御支援御協力に

感謝いたします。
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センター報告
Ｌ．１０月３、４日に「国際協カフェスティバル」が開催されました。　このフェスティバル

　　は、（財）国際協力推進協会の主催で開催され、国際協力活動を紹介する場としてＮ

　　ＧＯテントが設置されました。全国から４４のＮＧＯ団体がＮＧＯテントに出展し、

　　ＡＭＤＡとセンターは、活動紹介パネルを合計で２０近く展示しました。関心を持っ

　　て下さる方が多く、用意したパンフレットはすぐなくなり、コピーを補充しなければ
　　ならない程盛況でした。これからもこのような催しに参加し、活動をアピールしてい
　　く予定です。

２．］-Ｏ月１４日に「外国人ＡＩＤＳ患者に対する医療体制の確立についての非公式会議

　　が開かれ、エイズ予防財団の山形　操六先生、日本病院会副会長で河北総合病院理事

　　長の河北　博文先生、センターからは所長の小林先生、副所長の中西先生が参加され

　　ました。厚生省も、外国人ＡＩＤＳ問題の対応策は早急に必要であると考えています

　　その一つとして、相談（カウンセリング）→検査→治療という医療の流れを確立する

　　ことが必須です。この流れの中でセンターの役割は電話相談から検査へと促すことで

　　すが、この場合の電話相談はカウンセリング的要素も含まれてきます。エイズ予防財
　　団は、カウンセリング　トレーニング協力をしてくださるということです。今後、お
　　互いの関係を強化して行きたいと考えています。

3、1.0月１０、１．１、２５日に東京都衛生局の主催で、エイズボヴンティア講習会が開か

　　れました。センターからは、事務局の田中さんが参加しました。講義の内容は、性病

　　と差別の歴史、ＨＩＶ感染陽性の人が日常生活で注意すること、発症した場合に患者

　　や家族が気をつけること、ＡＩＤＳノイローゼの対応の仕方、カウンセリング概論、

　　ＳＡＦＥ　ＳＥＸなどでした。ＡＩＤＳを価値観の伴ってしまったものから、普通の
　　病気にしていこうという姿勢が良かったと思います。

４．圭Ｏ月２６日、栃木県宇都宮で独協学園の有志で組織する独協会主催で、市民のため

　　のフォーラム「エイズについて」が開かれました。センターからは、事務局の香取さ
　　ん、田中さん、ボランティアの清水さんが参加しました。エイズが社会問題化している

　　中で、エイズ研究の第一人者の米国コーネル大学社会福祉学教授のフォード博士の「
　　米国におけるエイズの状況と日本への警鐘」がエイズ先進国からのアドバイスとして
　　参考になりました。

一

に ）

１０月！６日から事務局スタッフとして中戸　純子さんが来て下さることになりまし

た。中戸さんはアメリカのセント　ルイス大学でコミュニケーションを勉強され、今
年の２月に帰国されました。センターの主な活動はコミュニケーションが基本ですか

ら、とてもたのもしい方です。よろしくお願いします。

　中国語通訳ボランティア

　　銭　亮（QIAN LIANG）

　中国審陽市の出身で、中国医科大学を卒業し、1990年日本に留学に来て、現在東京医科

歯科大学大学院在学中です。　　言葉、習慣などが違うので、外国人にとってculture sho

ckだけでたいへんです。特に、病気にかかった時、母国語で相談したいの気持ちが留学生

として私はよく分かります。できるだけのアドバイスをして助けてあげるよう頑張りたい

と思います。
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おおり医院院長の大利昌久先生が司会をされました
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わかりやすい医学講話
(社)足柄上医師会45周年記念事業

エイズ

　　に

　李ぶ

.斜嶮

｀
゛
Ｉ
Ｉ
．

催・社団法人足柄上医師へ

催・足柄上保健所／南足柄市

援・足柄歯科医師会／小田原

1992 1 1 /7(ま)

午後2:00～3:30

南足柄市文化会館
大ホール

都立駒込病院感染症科

ＥＩ根岸昌功・生

　　　　(厚生省ｴｲｽﾞ疫学研究班員)

お問い合わi刮まー

　　咄足柄上医師会�0465-83-I B00

　　　　１９９２年（平成４年）１１月８日　　日曜日
__ﾐﾐーミ一9　　　　　¶♂j
　　　によJ　　　Ri齢一　　　學斤　　　/Srl

　
九
月
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
岡

山
市
初
の
国
際
交
流
祭
「
岡
山

あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ｔ
」
の

一
環
と
し
て
、
［
岡
山
発
／
地

球
貢
献
］
と
題
し
た
国
際
協
力

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
市
国
原
交
流

祭
実
行
委
な
ど
主
催
）
が
七

日
、
同
市
幸
町
、
西
川
ア
イ

プ
ラ
ザ
五
階
ホ
ー
ル
で
開
か
れ

た
。

　
国
際
協
力
団
体
の
メ
ン
バ
ー

や
串
民
ら
約
五
十
八
が
参
加
。

南
北
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
岡
山
事
務

局
長
の
米
良
重
徳
さ
ん
（
朗
１
‐
）
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
＝
天

の
バ
ネ
リ
ス
ト
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非

政
府
組
織
）
に
よ
る
国
際
協
力

活
動
の
現
状
や
役
割
に
つ
い

て
、
体
験
に
基
づ
き
な
が
ら
報

告
し
た
。

　
ア
ジ
ア
医
師
連
絡
協
議
会
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
メ
ン
バ
ー
の
ス

マ
ナ
・
バ
ル
ア
さ
ん
（
ｊ
）
は
農

村
で
の
医
療
援
助
活
動
の
経
験

か
ら
『
国
際
援
助
は
現
地
の
人

た
ち
と
の
協
力
が
必
要
』
ジ
抽

摘
。
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

偏
る
日
本
の
援
助
に
疑
問
を
投

げ
掛
け
た
。

　
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー

事
務
局
長
の
伊
藤
道
雄
さ
ん

（
四
七
）
は
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
歴
史

と
現
状
に
つ
い
て
説
明
。
岡
山

大
地
球
人
ク
ラ
ブ
代
表
の
土
田

美
津
子
さ
ん
（
‘
一
〇
）
は
「
同
じ
学

生
の
立
場
で
呼
び
掛
け
て
い
け

ば
、
国
際
協
力
の
岫
が
広
が
る

の
で
は
」
と
活
動
の
感
想
な
ど

を
述
べ
た
。

　
こ
の
後
、
参
加
者
を
交
え
て

質
疑
応
答
。
会
場
か
ら
「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る
社
会
的
認

知
が
低
い
」
「
国
際
協
力
を
一

種
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
考
え
て

い
る
人
も
い
る
」
と
い
っ
た
発

言
が
相
次
ぎ
、
熱
心
に
討
議
が

行
わ
れ
た
。

中井町／大井町／

剤師会足柄支部／

♂
市
民
ら
が
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
国
際
協
力
」
熱
心
に

町／山北町／開成町

上栄養士会／あしがら保健婦会
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日
。
砂
時
計

　
先
月
号
の
エ
イ
ズ
の
話
題
は
反

響
が
大
き
く
、
読
者
の
関
心
の
高

さ
を
物
語
ぅ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
今
回
は
知
ら
｛
｀
い
う
ち
に
、
い

や
そ
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
お
り

な
が
ら
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
理

由
で
エ
イ
ズ
感
染
に
洒
さ
れ
た
血

示贈儒

友
病
患
者
の
こ
と
を
お
話
し
し
ま

し
ょ
う
。

　
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
血
友
一
は

血
液
成
分
の
一
部
に
異
常
が
あ
り
、

怪
我
な
ど
で
体
に
傷
が
つ
く
と
出

血
が
止
ま
ら
な
い
。
恐
ろ
し
い
病

気
で
す
。
こ
の
た
め
血
友
一
患
者

は
外
傷
は
当
然
と
し
て
、
ち
ょ
っ

と
し
た
打
ち
身
で
も
内
出
血
が
起

こ
り
、
寝
た
き
り
の
生
活
を
続
け

ざ
る
を
辱
な
い
、
そ
ん
な
状
態
と

な
り
ま
す
。
そ
の
彼
ら
を
救
う
手

段
は
た
だ
一
つ
、
血
液
成
分
の
不

足
を
補
う
血
液
製
剤
を
投
与
す
る

こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
血
液

製
剤
無
し
に
血
友
一
患
者
は
、
ま

と
も
な
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
い
わ
ぱ
生
命
の
綱

で
さ
え
あ
る
の
で
す
。
そ
の
血
液

製
剤
に
エ
イ
ズ
ウ
ィ
ル
ス
Ｈ
Ｉ
Ｖ

が
混
入
し
て
い
た
と
し
た
ら
・
・
・
。

そ
の
辺
り
の
事
情
を
、
ミ
ニ
コ
ミ

誌
「
砂
時
計
」
か
ら
拾
っ
て
み
ま

す
。

　
　
「
製
薬
会
社
の
過
失
は
、
血
及

詞
の
治
療
に
使
う
血
液
製
剤
の
原

料
が
、
ほ
と
ん
ど
ア
メ
リ
カ
由
来

の
売
血
だ
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

原
料
の
血
漿
は
２
０
０
０
人
か
ら

２
万
人
の
血
液
を
プ
ー
ル
し
て
作

ら
れ
ま
す
。
一
人
で
も
ウ
ィ
ル
ス

に
喀
染
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
プ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
・

ル
し
て
い
る
原
料
は
す
べ
て
感
染

し
て
し
ま
う
と
い
う
安
全
性
に
重

大
な
欠
陥
を
有
し
て
い
た
の
で
す
。

日
本
で
売
血
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
事

件
を
契
機
に
、
倫
理
性
と
衛
生
上

の
問
題
で
追
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
エ
イ
ズ
問
題
で
は
、
・
ア
メ

リ
カ
で
は
い
ち
早
く
加
熱
処
理
し

て
製
造
し
た
の
に
、
日
本
で
は
科

学
的
根
拠
も
な
い
ま
ま
安
全
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で

危
険
だ
と
し
て
回
収
さ
れ
た
血
液

製
剤
を
日
本
で
販
売
し
た
の
で
す
。

…
先
天
性
の
鍔
気
の
血
友
同
で
死

ぬ
こ
と
は
諦
め
が
つ
く
が
、
こ
の

エ
イ
ズ
で
死
に
た
く
な
い
」
。

　
も
う
一
貫
、
「
頑
張
っ
て
生
き
る

ぞ
／
同
気
に
負
け
な
い
ぞ
／
自
分

の
心
に
言
い
聞
か
せ
た
。
こ
の
ま

ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
あ
ま
り

に
悪
し
い
。
エ
イ
ズ
で
死
に
た
く

な
い
」
、
こ
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
受
け

た
血
友
一
患
者
の
言
葉
で
す
。

　
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
ミ
ニ
コ

ミ
誌
『
砂
時
計
』
は
、
恥
。
三
好
の

友
人
で
小
さ
な
出
版
柱
カ
タ
ツ
ム

リ
社
を
営
む
加
藤
哲
夫
さ
ん
が
発

行
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
題

名
は
、
血
友
鍔
患
者
の
「
今
私
た

ち
は
。
砂
時
計
″
の
砂
の
よ
う
に

サ
ラ
サ
ラ
と
命
が
落
ち
て
い
く
毎

日
を
生
き
て
い
ま
す
」
と
い
う
感

想
か
ら
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
感
染
し
た
事
実
は
事
実
と
し
て
、

一
刻
も
早
く
充
実
し
た
救
済
対
策

を
、
と
加
藤
さ
ん
た
ち
は
主
張
し

ま
す
。
そ
の
通
り
だ
、
と
お
思
い

に
な
り
ま
せ
ん
か
？

　
　
　
　
　
　
◆

※
1
1
月
か
ら
毎
週
、
土
・
日
曜
日

は
午
後
５
時
ま
で
診
療
い
た
し
ま

す
。
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　日本アップジョン株式会社
代表取締役社長

アントニーＡ．バトラー

　アジア地域は、政治的に不安定な国も多く、カンボジアやイランを初めとして難民問題が深刻になっています。また、バングラデシュの水害やフィリ

ピンのピナツボ山の噴火など、自然災害も多発しています。そうした国々でー
緊急に必要となるものの一つが医療です。しかし経済的に十分対応できない
国や医療の基盤が誓っていない国が多く、また、難民はさまざまな援助がな

ければ基本的な医薬品も十分手に入らないと問いております。

　本来、公的な国際機関や国家レベルで医療が提供されるべきなのでしょうが、政治的な問題も関係して、なかなか十分な救いの手が差しのべられてい
ません。そうした中で、菅波先生をはじめＡＭＤＡの方々の支援活動は、医
療本来の使命を全うするもので、人間の生命に直接関係する医薬品を提供し

ている会社の一員として、深く感銘を受けております。

　アップジョン社は、創設者W.E.アップジョンの遺志を受けつぎ、チェルノブイtJ原発事故の被害者の子供たちのために医薬品を寄贈するなど、災害時
の医薬品援助を積極的に行っています。今年の３月に、ＡＭＤＡの活動を新
聞で知り、弊社の医薬品を役立てていただこう、と決断いたしました。それ
らの医薬品を活用していただき、ＡＭＤＡの皆様の尊いご奉仕によって一人

でも多くの患者さんが救われることを願っております。　　　　　　　　　＾

（本部事務局より）

日本アップジョン株式会社より

「ダラシン」注を15､000バイエ

ル（時価1.5億円相当）の有り

難い御寄付をいただきました。

バングラデシュ、ネパール及び

カンボジアの３力国で実施中の

プロジェクトに活用させていた

だくことになりました。御好意

に厚くお礼を申し上げます。

33－
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「
難
民
の
病
気
治
療
に
役

立
て
て
く
だ
さ
い
」
－
。
ア

ジ
ア
各
地
で
難
民
の
医
療
救

援
活
動
を
展
開
し
て
い
る
民

間
の
国
際
協
力
団
体
・
ア
ジ

ア
医
師
連
絡
協
議
会
（
Ａ
Ｍ

Ｄ
Ａ
）
＝
本
部
・
岡
山
市
楢

津
、
菅
波
内
科
医
院
内
＝
に

　　､

y.

二

回
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ア
ジ
ア
医
師
連
絡
協
議
会
へ
贈
ら
れ
た
抗
生
物
質
製
剤

こ
の
ほ
ど
、
東

京
の
製
薬
会
社

か
ら
総
額
一
億

五
千
万
円
相
当

と
い
う
多
額
の

抗
生
物
質
製
剤

　
（
計
十
五
万
ア

ン
プ
ル
）
が
贈

ら
れ
た
。

　
寄
付
を
し
た

の
は
ア
ッ
プ
ジ

ョ
ン
社
（
米
国
）

の
日
本
法
人

　
「
日
本
ア
ッ
プ

ジ
ョ
ン
」
。
同

社
で
は
最
近
、

新
タ
イ
プ
の
抗

生
物
質
製
剤
を

開
発
。
従
来
製

品
の
有
効
活
用

を
検
討
し
て
い

東京の製薬会社が寄贈

た
と
こ
ろ
、
新
聞
で
Ａ
Ｍ
Ｄ

Ａ
の
活
動
を
知
リ
、
今
回

の
″
大
き
な
贈
り
物
″
が

実
現
し
た
。
効
用
は
新
タ

イ
プ
と
全
く
変
わ
ら
な
い
と

い
う
。

　
第
一
弾
で
到
着
し
た
の

は
、
抗
生
物
質
製
剤
計
十
五

万
ア
ン
プ
ル
の
う
ち
約
五
万

ア
ン
プ
ル
。
残
り
十
万
ア
ン

プ
ル
は
、
今
後
二
回
に
分
け

て
屈
く
予
定
。
Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
で

は
、
市
内
の
倉
庫
に
保
管
し

た
後
、
来
年
早
々
に
も
難
民

救
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開

し
て
い
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ネ
パ
ー
ル

に
送
り
、
敗
血
症
や
肺
炎
な

ど
の
感
染
症
治
療
に
役
立
て

る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
菅
波
茂
代
表
は
「
現
地
の

医
療
ス
タ
ッ
フ
と
協
力
し
な

が
ら
、
薬
を
有
効
活
用
し
、

Ｔ
入
で
も
多
く
の
人
命
を
救

う
こ
と
で
善
意
に
こ
た
え
た

い
」
と
話
し
て
い
る
。
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JVC山形　代表　竹田節子

日本国内では、国内の」事情と国際的な事情のみに議論が交わされていて、’
カンボジの人々のことは、全く置きざりにされている中で、ＡＭＤＡの国家政

府と言う枠をこえて、一人の市民として、直接協力するという行動は、大変‘
すばらしいことであると思います。
何事も他人の考えや価値観に左右されることもなく、自分自らの行動によっ

て、眼をすえていく時正しいことが見えてくると思います。
しかし、私達家庭の主婦にとっては、大いなる制約があります。

AMDAの方々にお願いしたいことは、多くの正しい情報を純粋に、一人の市
民として私達に送って欲しいということです。

　（本部事務局より）
竹田節子様には多大なる御寄付をカンボジアプロジェクトにいただきました。

心よりお礼を申し上げます。
----------一一----一一----------------

　　　　　　　　　平成５年度　　　　一訟額皿脹朧|謳’扇i窓謳謹鵬自一回゛゛l　　　　畢鷹圓肩圖厘顧鵬郵醐顧巣腰羅

　　　　　　　（財）国際開発高等教育機構
（目的）
開発援助に関わる海外の研究機関等において短期間（１ヵ月程度）の研究／

研修を希望する研究者等の経費助成。

（募集人員）

１０名程度
（応募締め切り）
平成５年１月２３日
（問い合わせ先）
（財）国際開発高等教育機構事業部　担当：田崎、安斎

（電）03-3270-6784
資格／研修内容／対象となる研修分野／研修、研究及び期間／応募方法／選

考／海外研修の実施／研修の中止
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１）場所：菅波内科医院（岡山）

　　２）日時：平成４年１０月２４日午後７時－２５日午後３時
　　３）トピック

　　　　１）林原フォーラム開催に向けて準備委員会正式発足

　　　　２）アジア多国籍医師団構想下３大ﾌﾟロジェクト進行状況報告と
　　　　　　今後の活動予定。
　　　　３）ＡＭＤＡ国際医療情報センター活動状況と今後の活動予定。
　　　　４）ＡＭＤＡ-Ｔｈａｉの現況と今後の活動予定。

　　　　５）バングラデシュー日本友好病院経過報告
　　　　６）「全国ＮＧＯの集い」について。「緊急救援」分科会コーディネ
　　　　　　ート担当予定。

　　　　７）地区代表制実施について。
　　　　８）ＡＭＤＡ組織強化のための戦略について。
　　　　　　１）本部常勤職員１名の採用

　　　　　　２）会費の値上げ

　　　　　　３）英文ニューズレター発行
　　　　９）健康教育プロジェクト発足
　　　　１０）国際協力活動の推進

　　　　　　１）アジア多国籍医師団
　　　　　　２）相互留学研修システム

　　　　　　３）国際会議の主催

　　　　　　４）ＡＭＤＡ協カクリニッム／病院の開設支援
　　　　　　５）伝統医学応用総合医療センター開設支援

　　　　　　６）ＡＭＤＡ医療サービスネットワークの展開

　　　　10）AMDA lnternational執行部（平成４年５月）成功に向けて。
　　　　１１）パキスタンミッションに向けて。

（日時）平成４年１２月１２日（土）午後４時－６時
（場所）東京都千代田区永田町２－１０－２　ＴＢＲビル地下一階
（問い合わせ電話：国際医療情報センター）０３一一３７０６－４２４３

（内容）１）ＡＭＤＡ国際医療情報センター現状報告
　　　　２）アジア多国籍医師団構想進行状況報告

　　　　　　１）ミャンマー難民緊急救援医療プロジェクト
　　　　　　２）カンボジア難民本国帰還緊急対応プロジェクト

　　　　　　３）ブータン難民緊急救援医療プロジェクト
　　　　３）東北タイ農村開発支援プロジェクト

早稲田奉仕苑にて例会後執行部会を行ないます。
　　　　　　（宿舎）早稲田奉仕苑に宿舎を用意しています。
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ＡＭＤ．Ａ［三田際医療情報センター
　　平成４年度運営協力者
　　　（順絹敬称略）

　以ドの方々にご協力頂いています。有難うございます。

f匿I入、［jﾀﾞ月ｲﾝﾄﾞ

　　　　岩淵　千利／満江（ﾈ申奈川県）、永井輝男、長島　隆久（東京）

　　　　良平　哲郎（長野）、中山　れん太、カトリック東京教区インターナショ

　　　　ナルデー委員会、松原　雄一

医療機関

　　　青梅療友病院、町谷原病院、河北総合病院、高岡クリニック、山田皮膚科

医院、富士見病院（東京）、小林国際クリニック（神奈川県）、井上病院（千葉）

福川内科クリニック（大阪府）、ジャパングリーンクリニック（シンガポール／

哭国）、沖縄セントラル病院（沖縄県）

以上年間１２万円

大社こ

三共㈱、昭和メディカルサイエンス㈱、ファイザー製薬㈱、富士コカコーラボト

リング㈱、ファルマーマーケティングサーベイ研究所、三井物産、（有）都商会、

グラクソ三共㈱、大鵬薬品工業㈱、㈱医泉、薬樹㈱、ジョンソン

エンドジョンソンメディカル㈱

　　　　　　　　　　　　　　以上年間１２万円

大森薬品㈱、カネボウ㈱、柳本印刷㈱　　　　　　　年間５万円

興和新薬㈱、日本新薬㈱　　　　　　　　　　　　　　年間３万円

アイシーアイフアーマ㈱、キッセイ薬品工業（株）

国際婦人福祉協会　　　　　　パーソナルコンピューター及びプリンター寄贈
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