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中　文雄さん
中空知広域市町村圏組合　事務局長

社団法人　滝川国際交流協会　理事

なか　ふみお 昭和17年北海道生まれ。自治大学校修了。昭和38年よ
り滝川市勤務。企画課長、生涯学習部長、総務部長、収入役を歴任。同年4
月より現職。JICEとは滝川国際交流協会が受入機関となるJICA研修、青
年招へい事業、草の根技術協力、JICEからの講師派遣などで関わりがある。

魅力ある地域に
自治体にとって、地域がもつ特性や条件などを利用して地域を

活性化することが大きな役割の一つとしてあります。独自にセール

スポイントをもった地域には、おのずと人材が集まってきます。

例えば、滝川市では、航空管制区域外であることや広大な河川

敷地を活用して、青少年教育の一環と位置付けた「グライダー事業」

をまちづくりの目玉としてスタートさせました。あれから24年、今やグ

ライダーは滝川のシンボルであり、毎年シーズン中には合宿を行う大

学生や本州から操縦資格取得を目指す方、遠くはヨーロッパやオ

ーストラリアから優秀なパイロットなども訪れるようになりました。

さらに、滝川には、道立の花・野菜技術センターをはじめたくさん

の研究施設が集まっていることや、農家の女性たちが集まって設

立した農産加工場「とまとの家」などもあり、マラウイやブータンから

のJICA研修員をはじめとする多くの農業関係者がその農作物に

関する高い技術を習得するために滝川を訪れます。

交流やふれあいから得るもの　
近年、国際交流や国際協力も地域活性化の一つの柱になって

きています。滝川市では、平成5年の米国マサチューセッツ州スプリ

ングフィールド市との姉妹都市提携による市民の相互訪問やJICA

青年招へい事業による青年の受け入れ、在住外国人との親睦を

図る国際交流の夕べなど、多彩な交流活動を行っています。滝川

市のみならず周辺地域の多くの方々に参加していただいて、まち

づくりに寄与していくことが大切だと思っています。�

現在は、病気とたたかう子どもたちとその家族が医療関係者とと

もに自然を体験する、緑豊かな森や夢の広がる「そらぷちキッズキ

ャンプ」施設造りに取り組んでいます。米国で名優ポール・ニューマ

ンが中心となって開設されたキャンプ施設ですが、滝川のもつ卓越

したポテンシャルがアジアで初めて適地と認められましたので、「創

る会」を立ち上げ、その一員として活動しています。平成16年から

実施しましたプレキャンプでは、全国から参加していただいたボラン

ティアからも、自分への癒しになったとの声も多く聞かれ、参加者間

の相乗効果も期待できることがわかりました。

これからも、滝川に多くの人が集まり活動し、地域住民と相互に

影響を与え合うことで、地域が活性化されることを大いに期待して、

滝川でのさまざまな事業を推進することができたらと思います。

滝川市にもJICE研修監理員に登録されている方がいます。地域の国際協力に尽力す
る人材が、徐々に滝川に育ってきていることが嬉しいですね

なか そら　ち
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途上国と日本語途上国と日本語

クラスの留学生たちと、授業のあとで（大阪外国語大学）
小林　明美 （元大阪外国語大学教授）

言葉と文化を学ぶ意義
開発途上国からの研修員が日本の技術や知識の修得を目指すとき、日本語を学習し

知識を得ていれば、研修はさらに実り多いものとなる。研修員と日本人の相互理解も進み、

円滑なコミュニケーションが期待できるようになるのである。

日
本
語
の
普
及

　
近
年
、
世
界
の
国
々
・
諸
地
域
で
は
、

日
本
語
の
教
育
機
関
が
増
え
、
日
本
語

教
師
が
派
遣
さ
れ
、
日
本
語
の
教
材
が

整
備
さ
れ
て
、
学
習
の
機
会
は
増
え
て

き
た
。
開
発
途
上
国
に
お
い
て
も
日
本

語
の
学
習
は
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

世
界
に
お
い
て
日
本
語
学
習
者
は
増
加

し
、
日
本
語
は
普
及
し
て
き
た
と
言
え

る
。
一
方
、
来
日
す
る
留
学
生
や
研
修

員
に
は
、
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
機

関
で
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。

短
期
間
の
コ
ー
ス
、
長
期
間
の
コ
ー
ス
、

学
習
者
の
目
的
別
の
コ
ー
ス
な
ど
教
育

の
内
容
の
多
様
化
も
進
み
、
日
本
語
教

育
は
充
実
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

留
学
生
・
研
修
員
の

来
日
目
的
と
日
本
語

　
留
学
生
や
研
修
員
が
日
本
に
来
る
目

的
は
、
自
分
の
専
門
分
野
を
研
究
・
研

修
す
る
こ
と
で
あ
る
。
留
学
生
は
大
学

や
大
学
院
で
学
位
の
取
得
を
目
指
し
、

研
修
員
は
技
術
や
知
識
の
獲
得
を
目
的

と
す
る
。
彼
ら
が
日
本
語
を
学
ぶ
理
由

は
、
自
分
の
研
究
や
研
修
の
手
段
と
し

て
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
学
や
研
修

機
関
で
の
生
活
を
円
滑
に
送
り
、
専
門

分
野
の
情
報
を
得
る
た
め
に
必
要
な
言

葉
を
「
聞
く
、
話
す
」
技
能
、「
読
む
、

書
く
」
能
力
を
習
得
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
日
本
語
の
能
力
を
身
に
つ

け
る
こ
と
は
研
究
・
研
修
手
段
と
し
て

必
要
で
あ
る
が
、
言
葉
に
つ
い
て
の
知

識
を
得
る
こ
と
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
。

実
用
的
な
手
段
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
語
の
構
造
や
表
現
、
用
法
に
つ
い

て
の
知
識
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
人
の
発
想
や
文
化
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
語
を
通
し
て

異
文
化
に
接
す
る
こ
と
は
、
異
文
化
理

解
の
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

J
I
C
A
大
阪
国
際
セ
ン
タ
ー
で
受
け

入
れ
て
い
る
開
発
途
上
国
の
研
修
員
の

場
合
も
、
彼
ら
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

ほ
と
ん
ど
全
員
が
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と

に
積
極
的
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
出
て

お
り
、
日
本
語
の
学
習
の
機
会
が
提
供

さ
れ
て
い
る
。

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
講
義

　
研
修
員
は
来
日
直
後
の
一
週
間
に
行

わ
れ
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
講
義

に
よ
っ
て
、
日
本
に
つ
い
て
の
一
般
的

な
知
識
と
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
講
義
は
、
開

発
途
上
国
の
研
修
員
の
特
徴
を
考
慮
し

て
、
日
本
へ
の
理
解
を
可
能
に
し
、
日

本
で
の
滞
在
に
役
立
ち
、
彼
ら
の
関
心

が
高
く
、
情
報
量
の
多
い
内
容
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
彼
ら
は
日

本
文
化
や
言
葉
の
専
門
家
で
は
な
い
し
、

日
本
に
つ
い
て
何
ら
か
の
知
識
を
持
っ

て
い
る
人
は
少
数
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま

り
に
専
門
的
す
ぎ
る
内
容
は
避
け
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
講
義
の
1
テ
ー
マ

に
か
け
る
時
間
は
1
時
間
半
か
ら
2
時

間
で
、
講
義
の
用
語
は
英
語
ま
た
は
彼

ら
の
母
国
語
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

研
修
員
の
講
義
に
対
す
る
興
味
を
高
め

理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
一
方
的
に
知

識
を
開
陳
す
る
と
い
う
講
義
形
式
で
は

な
く
、
で
き
る
だ
け
研
修
員
の
参
加
を

促
す
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

何
の
知
識
も
な
い
人
に
参
加
す
る
こ
と

は
無
理
で
あ
る
か
ら
、
知
識
や
情
報
を

提
供
し
な
が
ら
彼
ら
の
疑
問
を
掘
り
起

こ
し
、
質
問
や
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
、
つ
ま
り
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
方
法

を
と
る
。

　
講
義
の
テ
ー
マ
は
、
現

代
日
本
社
会
と
日
本
人
、

日
本
の
教
育
、
日
本
の
経

済
、
日
本
の
歴
史
文
化
、

日
本
の
政
治
行
政
、
そ
し

て
日
本
語
の
特
徴
と
日
本

人
・
社
会
で
あ
る
。
研
修

員
は
ど
の
テ
ー
マ
の
講
義

に
も
熱
心
に
参
加
し
、
前

も
っ
て
考
え
た
り
そ
の
場

で
感
じ
た
こ
と
を
率
直
に

発
言
す
る
。
近
年
日
本
に

来
る
留
学
生
に
は
、
自
国

で
子
ど
も
の
と
き
か
ら
日

本
の
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、

映
画
、
ゲ
ー
ム
な
ど
に
接

し

、

い

わ

ゆ

る

J
‐

P
O
P
S
に
親
し
ん
で
い

て
、
あ
る
種
の
日
本
文
化

の
洗
礼
を
受
け
た
人
が
増

え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

の
だ
が
、
研
修
員
の
場
合

は
そ
れ
ほ
ど
強
く
そ
の
反
応
が
み
ら
れ

な

い

。

留

学

生

の

中

に

は

J
‐

P
O
P
S
を
研
究
テ
ー
マ
に
す
る
者
も

い
て
、
マ
ン
ガ
を
用
い
た
日
本
語
教
科

書
を
作
成
し
た
学
生
も
い
る
。

講
義
「
日
本
語
の
特
徴
か
ら
み
た

日
本
人
と
日
本
社
会
」

　
こ
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
講

義
で
は
、
日
本
語
そ
の
も
の
を
教
え
る

の
で
は
な
く
、
日
本
語
を
通
時
的
、
共

時
的
に
み
て
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ
が
日
本
文
化
、
日
本
人
の
考
え
方
や

行
動
に
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
か
を

検
討
す
る
。
例
え
ば
中
国
語
か
ら
取
り

入
れ
た
漢
字
や
漢
語
の
日
本
化
、
日
本

語
の
語
彙
の
特
徴
、
敬
語
法
、
発
話
法
、

表
現
形
式
、
用
法
の
特
徴
な
ど
か
ら
彼

ら
は
日
本
語
と
文
化
に
つ
い
て
の
知
識

を
得
る
が
、
同
時
に
日
本
語
と
の
比
較

に
よ
っ
て
自
国
語
や
自
国
の
文
化
を
内

省
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

日
本
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
が
さ
ら

に
深
ま
る
。
日
本
語
は
古
代
か
ら
中
国

の
言
葉
と
文
化
か
ら
影
響
を
受
け
い
ろ

い
ろ
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
き
た
が
、

す
べ
て
を
日
本
語
化
す
る
努
力
を
し
た
。

そ
こ
で
研
修
員
か
ら
は
、
な
ぜ
日
本
人

は
中
国
語
を
国
語
と
し
て
取
り
入
れ
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
る
。

ま
た
、
日
本
人
は
近
代
に
欧
米
の
思
想

や
言
葉
を
多
く
取
り
入
れ
た
が
、
そ
の

言
葉
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
は
借
用
語

と
し
て
日
本
語
の
語
彙
の
中
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
。
研
修
員
か
ら
は
、
日
本
人

は
日
本
語
の
文
の
中
に
英
語
の
文
を
挿

入
し
て
、
日
本
語
文
と
英
文
を
交
え
て

使
う
こ
と
は
な
い
の
か
と
い
う
質
問
が

出
て
く
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
ご
く

当
た
り
前
の
こ
と
が
、
研
修
員
に
と
っ

て
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
開

発
途
上
国
の
国
々
の
言
語
事
情
と
の
比

較
か
ら
生
ま
れ
る
疑
問
で
あ
る
。

研
修
員
と
日
本
語

　
研
修
員
は
短
期
滞
在
者
が
多
く
日
本

語
の
使
用
の
機
会
が
少
な
い
た
め
、
自

国
に
帰
れ
ば
日
本
語
に
接
す
る
機
会
は

ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
、
し
た
が
っ
て
日

本
語
を
学
習
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
時

間
を
割
く
こ
と
は
能
率
的
で
は
な
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
だ
け
に
集
中
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
日
本
語
学
習
に
否
定

的
な
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
研
修
員

の
専
門
分
野
が
何
で
あ
れ
、
彼
ら
の
探

求
す
る
対
象
は
日
本
の
技
術
や
理
論
な

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
日
本

人
の
発
想
や
日
本
文
化
を
背
景
と
し
て

生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
直
接

役
に
立
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本

語
や
日
本
文
化
の
知
識
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
よ
り
効
率
的

で
実
り
の
多
い
研
修
を
目
的
と
す
る
な

ら
ば
、
日
本
語
に
つ
い
て
の
知
識
を
得

る
た
め
に
少
々
時
間
を
割
い
て
ほ
し
い
。

急
が
ば
回
れ
、
で
あ
る
。

　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
講
義
の
効

果
は
、
研
修
員
が
日
本
で
生
活
・
研
修

す
る
間
に
日
本
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
現

象
に
触
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
理
解
す
る

助
け
と
な
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

こばやし　あけみ
京都大学文学修士。カナダ・トロント大学M.A.取得。
昭和53年から平成17年まで大阪外国語大学で国
費留学生に対する日本語や日本事情教育に従事

する。平成3年から9年まで大阪外国語大学留学
生日本語教育センター・センター長を勤める。平成

6年のJICA大阪国際センターでのオリエンテーショ
ンの講義の立ち上げに携わり、現在も講義を担当

する。平成17年4月から平成18年1月までハンガリ
ー国エォトヴェシ・ロランド大学客員教授を勤める。
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チ
ャ
ン
タ
ソ
ン
・
イ
ン
タ
ヴ
ォ
ン（

N
P
O
法
人
「
ラ
オ
ス
の
こ
ど
も
」
　
共
同
代
表
）

Chanthasone INTHAVONG�
昭和28年ラオス・ヴィエンチャン市生まれ。昭和56年お茶の水女子大学大
学院人文科学研究科卒業、昭和61年東京都立大学大学院人文科学研究
博士課程修了。昭和57年NGO「ラオスの子どもに絵本を送る会」（現・NPO
法人「ラオスのこども」）設立。平成3年「ラオスの女性とともに仕事を作る会」、
平成10年ホアイホン職業訓練センターを設立、代表を務める。平成4年日本
青年会議所TOYP大賞 '92受賞、平成11年毎日新聞国際交流賞受賞。平
成13年「アジア人権賞」（アジア女性・人権特別賞）受賞。本年10月に著
書『ラオスの布を楽しむ』出版予定。平成1４年よりJICE研修監理員。

自
分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
に

　
　
　
出
会
う
機
会
は
必
ず
あ
り
ま
す

母
親
に
な
っ
て
実
感
し
た
こ
と

　
日
本
人
と
結
婚
し
日
本
の
社
会
で
の
子
育
て
を
通
し
て
、

生
活
者
と
し
て
の
視
点
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
子
ど
も
は
文
字
が
読
め
な
い
赤
ち
ゃ
ん
の
頃
か
ら

「
絵
本
読
ん
で
」
と
せ
が
み
ま
す
。
娘
が
絵
本
を
見
る
と
き

の
目
の
輝
き
を
見
る
た
び
に
、私
に
は
絵
本
と
の
幸
せ
な
出

会
い
の
記
憶
が
な
い
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。ラ
オ
ス
で
は

絵
本
が
な
く
、本
と
の
出
会
い
は
学
校
の
教
科
書
で
し
た
。

子
ど
も
は
本
が
好
き
に
な
っ
た
ら
自
分
か
ら
教
育
を
受
け

入
れ
る
こ
と
も
実
感
し
ま
し
た
。
学
生
時
代
は
児
童
教
育

や
教
育
学
を
学
び
、頭
で
は
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま
し

た
が
、子
育
て
と
い
う
実
践
に
ま
さ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
絵
本
を
祖
国
ラ
オ
ス
の
子
ど
も
た
ち
に
送
る
活
動

の
出
発
点
で
し
た
。

絵
本
を
読
む
喜
び
を
送
る

　
当
初
は
、娘
の
保
育
園
の
母
親
た
ち
に
呼
び
か
け
て
日
本

語
の
絵
本
を
集
め
、バ
ザ
ー
で
古
着
を
出
し
合
っ
て
売
っ
た
お

金
で
本
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
ラ
オ
ス
が
好
き
な

仲
間
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、「
ラ
オ
ス
に
絵
本
を
送
る
会
」

（
現
「
ラ
オ
ス
の
こ
ど
も
」
）
を
設
立
し
ま
し
た
。
平
成
4
年

か
ら
ラ
オ
ス
国
立
図
書
館
が
実
施
す
る
小
学
校
に
図
書
室

設
置
ま
た
は
図
書
箱
を
送
る
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
読
書
推

進
運
動
」
に
協
力
し
、
平
成
14
年
か
ら
J
I
C
A
草
の
根

技
術
協
力
の
開
発
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
の
実
施
団
体
と
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

　
あ
る
と
き
日
本
語
の
絵
本
を
見
た
ラ
オ
ス
の
子
ど
も
か

ら
、「
何
て
書
い
て
あ
る
の
？
」
と
言
わ
れ
、ラ
オ
ス
語
に
翻

訳
す
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
平
成
2
年
に
ユ
ネ
ス
コ
ア

ジ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
の
課
長
だ
っ
た
田
島
伸
二
さ
ん
が
書
い

た
創
作
童
話
『
ビ
ッ
ク
リ
星
』の
翻
訳
を
皮
切
り
に
、『
窓
ぎ

わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』『
人
魚
が
く
れ
た
さ
く
ら
貝
』
な
ど
日

本
の
作
品
や
ラ
オ
ス
人
が
作
っ
た
絵
本
な
ど
約
1
2
5
タ
イ

ト
ル
を
翻
訳
・
出
版
し
、
4
5
0
万
冊
を
印
刷
し
ま
し
た
。

ま
た
、ラ
オ
ス
で
は
、こ
れ
ま
で
植
民
地
政
策
の
た
め
に
自
国

語
で
あ
る
ラ
オ
ス
語
の
教
育
は
重
ん
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、子
ど
も
用
の
ラ
オ
ス
語
の
辞
書
も
制
作
し
ま
し
た
。

こ
の
辞
書
は
全
国
の
学
校
に
送
っ
て
い
ま
す
が
、ま
だ
1
校

に
1
冊
程
度
で
す
。
入
学
祝
い
で
い
た
だ
い
た
り
し
て
、使
い

切
れ
な
い
く
ら
い
た
く
さ
ん
の
辞
書
を
持
っ
て
い
る
日
本
の

子
ど
も
は
、本
当
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、子
ど
も
た
ち
だ
け
で
は
な
く
教
師
の
意
識
も
変

わ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
読
書
力
が
な
け
れ
ば
教
科
書
を

読
ん
で
も
内
容
を
理
解
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
の
た
め
、

全
国
の
教
員
養
成
学
校
の
先
生
を
対
象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー

を
行
い
、読
書
力
の
重
要
性
、図
書
室
の
在
り
方
、本
の
使
い

方
、教
材
と
し
て
の
使
い
方
を
教
え
て
い
ま
す
。

女
性
の
自
立
を
目
指
し
て

　
も
う
一
つ
私
自
身
が
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
、平
成
10
年

に
ラ
オ
ス
に
作
っ
た
女
性
の
た
め
の
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
で

す
。
地
方
で
は
今
日
の
食
糧
に
も
事
欠
く
家
庭
が
多
く
、特

に
女
の
子
は
労
働
力
と
し
て
子
守
や
親
の
手
伝
い
で
学
校

に
行
か
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、女
性
の
自
立
支
援
の

た
め
に
、日
本
で
ラ
オ
ス
の
織
物
や
民
芸
品
を
販
売
し
て
資

金
を
作
っ
た
り
、
J
I
C
A
開
発
福
祉
支
援
事
業
の
開
発

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
ホ
ア
イ
ホ
ン
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
研

修
棟
、生
産
棟
と
寮
を
建
設
し
、研
修
を
実
施
し
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、織
物
と
縫
製
な
ど
の
服
飾
技
術
だ
け
で
は
な
く
、

生
産
・
販
売
・
運
営
の
発
想
や
手
法
の
修
得
も
目
指
し
て
い

ま
す
。

�

　
い
ろ
い
ろ
な
機
会
で
知
り
合
う
方
々
の
な
か
に
は
、私
た

ち
の
活
動
の
心
強
い
協
力
者
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
い
ま

す
。
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
で
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

方
に
は
、初
年
度
の
ラ
オ
ス
青
年
招
へ
い
の
通
訳
で
知
り
合
っ

た
高
知
の
織
物
作
家
の
方
や
工
房
を
立
ち
上
げ
て
縫
製
一
筋

で
こ
ら
れ
た
今
年
85
歳
に
な
る
方
も
い
ま
す
。
ご
自
分
の
技

術
を
ラ
オ
ス
の
人
々
に
伝
え
た
い
と
い
う
強
い
意
志
と
ご
厚

意
で
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

よ
り
多
く
の
ラ
オ
ス
人
の
た
め
に

　
日
本
人
と
ラ
オ
ス
人
は
気
性
が
似
て
い
て
、相
通
じ
る
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
出
会
う
き
っ
か
け
が
あ
る
と
、

皆
さ
ん
が
ラ
オ
ス
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
ま
す
。
ラ
オ
ス
に

赴
任
し
た
青
年
海
外
協
力
隊
員
は
皆
さ
ん
ラ
オ
ス
び
い
き

に
な
る
そ
う
で
す
よ
。

　
今
は
、自
分
の
時
間
を
で
き
る
だ
け
ラ
オ
ス
人
の
た
め
に

使
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
前

は
大
学
で
講
師
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

4
年
前
か
ら
J
I
C
E
の
研
修
監

理
員
に
な
り
ま
し
た
。
J
I
C
A
の

研
修
の
現
場
で
1
人
で
も
多
く
の

ラ
オ
ス
人
研
修
員
の
た
め
に
、日
本

語
・
ラ
オ
ス
語
が
わ
か
る
私
が
役
に

立
ち
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、ラ
オ
ス
に
仲
間

た
ち
と
日
本
語
学
校
や
ゲ
ス
ト
ハ
ウ

ス
を
作
っ
て
い
ま
す
。
楽
し
い
で
す
よ
、

人
生
は
。
人
に
会
う
の
が
好
き
な
ん

で
す
ね
。（
談
）

テ
ー
マ
エ
ッ
セ
イ

テーマエッセイ「“人のつながり”って何だろう」とは

さまざまな分野で活躍する方に、一つのテーマやキーワードから“人のつながり”を語っていただく企画です。

JICEが目指す人と人とのつながりをあらためて考えるきっかけにしていきます。�

”
人
の
つ
な
が
り
“っ
て
何
だ
ろ
う
？

生
活
者
の
視
点
か
ら
ラ
オ
ス
の
人
た
ち
を
支
援

上）織物の研修を受けるラオスの女性
下）製品を身につける研修生たち。草木染めの絹織物で
作られた「シン」（巻きスカート）

※
注
1

※
注
2

※注1：	平成14年12月から平成17年12月（第1フェーズ）および
	 平成17年12月から平成20年12月（第2フェーズ）
※注2：	平成10年12月から平成13年12月（3年間）

人 つ

な
が りの



人と人とをつないで支えます国際協力

H13年7月	 入団�
H13年7月～H15年8月	 広報部情報業務室（JICA図書館）
H15年9月～H17年10月	 北海道支所
H17年11月～H18年3月	 国際交流部留学生第二課�
H18年4月～現在	 国際交流部留学生業務課所属
	 プロジェクトコーディネーターとして
	 カンボジアJDSプロジェクト事務所勤務
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これからも「現場」感覚を常に意識し、
業務に取り組んでいきたいと思っています

国内外の現場で、国際協力の
コーディネーション能力を磨いています
国際交流部留学生業務課　
カンボジアJDSプロジェクト事務所　プロジェクト・コーディネーター�

横堀　慎二さん

JICEスタッフに求められる資質は、コーディネーション能力だ

と実感しています。「コーディネーション」とは、意見調整、意見

集約など、相手方を尊重しつつその中での到達点を探ってい

くことです。例えば、プライベートで続けているアマチュアオーケ

ストラでは、楽団員はさまざまな音楽背景、技術レベル、思い入

れをもった人間の集合体が、楽譜という共通の目標（到達点）

に向かって練習を重ねます。指揮者である私は、楽譜の奥に

書かれた意図を楽団員に伝えることで曲に魂を吹き込み、調

和（ハーモニー）を作っていきます。

JICEの業務も同じです。北海道支所勤務時は、JICAの本

邦研修の現場でJICA担当者、研修受入先、研修員など関係

者の間に立って積極的に提案を行い、意見を調整し、より効果

的な研修を実施するために奔走しました。JICEは国際協力の

一翼を担う組織であると同時に、国際協力に係るサービスを提

供する組織であることをあらためて認識しました。

現在は、留学生支援無償（JDS）事業に携わっています。私

は11カ国ある対象国のうちカンボジアとミャンマーの担当であり、

カンボジアJDSプロジェクト事務所のプロジェクト・コーディネーター

を兼務しています。留学生の募集・選考に関する業務実施の

ために、日本側と先方政府との間に立ち、人と人、組織と組織、

事業やプロジェクトに対する進め方や考え方など、さまざまな要

素の「温度差」を調整するのがプロジェクト・コーディネーターの

業務です。事務所の現地スタッフと協力しながら、JDS事業の

目的や方向性を見据え、根気強く関係者への説明、交渉など

を行っています。関係者の理解を促すことができ、共通の理解

を深められた瞬間に醍醐味を感じます。�

「JICEらしいコーディネーション」には、JICEスタッフが「人と

接する」現場を経験する中で高めた「人間力」を生かしたコー

ディネーションが重要と考えます。「人に始まり、人に終わる」の

がJICEの仕事です。一期一会に終わらない、継続的なネットワ

ークの構築を目指したいと思っています。

古紙配合率 1 0 0％再生紙を使用しています

私たちJICEは、個人情報保護法を遵守し、

徹底した個人情報の管理をいたします。

広報紙『JICE』に対するご意見、ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいテーマや人物などを、下記アドレスへメールでお寄せください。
広報紙『JICE』編集事務局　e-mail：kohoshi-j ice@jice.org

J I C E は 平 成 19 年 3 月 25 日 に 設 立 30 周 年 を 迎 え ま す

皆さまの声をお聞かせください

留学生支援無償事業の
対象国が11カ国に
キルギス共和国におけるJDS事業の立ち上げ

6月27日、首都ビシュケクで先方政府とのエージェント契約署

名式が行われ、キルギス共和国との留学生支援無償事業が開

始されました。実施機関となる国家公務員庁のトクトマトフ長官

ほか現地関係者が寄せるJDS事業への期待は非常に高く、契

約署名式では、同長官から「今、我々は次の一歩を踏み出す時

である。キルギス共和国独自

の専門的かつ揺るぎない国家

公務員制度の確立のため、我々

は決意し、行動していかなけれ

ばならない」とのコメントが述

べられ、本事業に対する強い

意気込みが示されました。

JICEスタッフが大学生を対象に講師を務める

6月27日、獨協大学からの依頼で、職員と研修監理員の2名が、全学部生対象

の講座「国際協力の理念と実践」で、約200名の学生を対象に講義を行いました。

最初に職員が、JICEの事業紹介、研修事業を国内で行う意義、JICEが国際協力

に果たす役割について説明を行い、続いて研修監理員が、研修の現場での体験

談を中心に講義を行いました。

7月3日、関西支所（兵庫）所属の研修監理員が、

神戸大学農学部で3年生54名を対象に「国際協

力－交流の視点から」と題した講義を行いました。

これは、JICAの研修で係わった同大の教授からの

依頼によるものです。研修監理員は、異文化交流

における言葉（英語）の役割について、研修の現

場での体験談を交えながら講義を行いました。 講義を行う研修監理員（神戸大学にて）
契約署名式（右からトクトマトフ国家公務員庁
長官、木下専務理事）

■ 研修の現場での「言葉」を講義／神戸大学

■ JICEの国際協力を紹介／獨協大学

JICEには、多彩な専門分野をもつスタッフが、人と人とをつなぐ架け橋として
活躍しています。個性豊かな横顔を紹介していきます。


