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私の提言「途上国とｅ-ラーニング」
Interview　この人にきく

テーマエッセイ／「人のつながり」
JICE NEWS／多士彩才

韓国らしさを活かした
人材育成の
プロを目指します

社団法人韓国国際交流推進協会
International Exchange Promotion Association（INEPA） 
韓国政府や韓国国際協力団（KOICA）の支援を目的として、平成10年（1998年）に設
立された非営利民間法人（社団法人）。事業内容は、①旅行代理店事業（KOICA研修
員や専門家等の派遣）、②研修支援事業（KOICA研修コースの運営）、③ボランティア
事業（Korea Overseas Volunteersの派遣手続業務）。JICEは平成17年度から
INEPAとの交流を開始しており、今回はその一環として、8月20日から24日までの5
日間 INEPAから職員2名を受け入れ、研修運営業務を中心とした研修を実施しました。

JICEは INEPAのビジネスモデル（ハンさん）
社団法人韓国国際交流推進協会（INEPA）は、核となる事

業の1つとして韓国国際協力団（KOICA）が受け入れる技術
研修の支援業務を行っています。1つの研修コースに対して1
人の職員が最初から最後まで担当し、研修員の選考から研修
終了後の評価までさまざまな業務を行います。一方、KOICA
では来年から研修コースの数を増やしていく計画があるので、
INEPAでも組織の体制を整える必要があります。今回のJICE
での研修を通じて、研修の流れに沿って専門的なスタッフが業
務分担しシステマティックに研修を運営している点が大変参考
になりましたし、各スタッフが独立行政法人国際協力機構
（JICA）や受入機関など関係者とのつながりを大切にして業務
を行っていることも実感しました。
また、今後は研修支援事業以外にも国際会議運営など新
規事業への取り組みも視野に入れているので、JICEが実施す
る人材育成支援無償事業（JDS）やアジア各国からの高校生
の受け入れ事業（21世紀東アジア青少年大交流計画）などもと
ても興味深かったです。組織のあり方や業務内容などJICEに
はINEPAと共通点が多く、INEPAの将来像や方向性へのヒン
トもたくさんあることを実感しました。

きめ細かなホスピタリティは、
これからも継続したい（パクさん）
特に印象に残ったのはJICEの研修監理員の存在です。通

訳のみならず、研修の現場で研修員と日本の「架け橋」的な役
割を果たしていると感じました。現在、INEPAでは英語以外の
言語の通訳や韓国語の研修などを外注に頼っているので、研
修監理員や日本語指導員のような専門的な技術を持った社内
スタッフの育成も検討していきたいと思います。

KOICAが年間で受け入れる研修員の人数は、約2,500人
です（JICAは2005年度で約7,900人）。1コースあたりの人数
も4、5人ほどなので、私たちも研修員一人ひとりの顔が見える、
きめ細かな対応ができます。たとえば、研修が修了した時に教
材とともに研修の記録を収めたアルバムを作ってお渡ししていま
す。これは私たちINEPAらしいホスピタリティだと思いますし、
ぜひ続けていきたいですね。国際協力という共通の目標を持
つ者同士、これからも人的交流などを通してお互いのよいところ
を学んでいきたいと願っています。

日韓のパートナーシップをこれからも続けていきましょう！ （左：ハンさん、右：パクさん）

ハン・ジンスプさん
社団法人韓国国際交流推進協会
研修支援チーム チームマネージャー）(

パク・ミスクさん
社団法人韓国国際交流推進協会
研修支援部マネージャー ）(
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途上国とe-ラーニング途上国とe-ラーニング

鈴木　克明さん （熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻長・教授）

学習を支えるテクノロジー
国際協力にもICTの恩恵を広めるためには、e-ラーニングが不可欠です。

教育は人対人が基本。でも、ICTをうまく組み合わせると学習の幅が広がります。
国際協力の分野でもe-ラーニングの専門家を目指す人が増えることを期待しています。

現
代
社
会
の
日
常
に
欠
か
せ
な
い
I
C
T

情
報
通
信
技
術（
I
C
T
）の
発
達
に

よ
っ
て
、
遠
隔
地
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
情
報
を
得
る
機
会
は
格
段
に

進
歩
し
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
情
報
格

差（
デ
ジ
タ
ル
・
デ
バ
イ
ド
）の
問
題
が

検
討
課
題
と
し
て
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

I
C
T
を
活
用
し
て
学
習
の
機
会
を
提

供
す
る
仕
組
み
を
一
般
に
e
I

ラ
ー
ニ

ン
グ
と
呼
び
、
先
進
国
の
企
業
・
組
織

で
は
使
う
の
が
当
た
り
前
の
標
準
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、国
際
協
力

の
場
面
、
あ
る
い
は
開
発
途
上
国
に
お

け
る
e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
は
時
期
尚
早
と

の
印
象
が
払
拭
で
き
な
い
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。〝
I
C
T

時
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ

て
も
、
人
と
人
と
が
対
面
し
て
直
接
対

話
す
る
の
が
重
要
で
あ
る
〞〝「
教
育
」は

人
が
人
に
伝
え
る
の
が
基
本
で
あ
り
、

デ
ジ
タ
ル
時
代
だ
か
ら
こ
そ「
人
対
人
」

の
ア
ナ
ロ
グ
部
分
が
重
要
〞I
。
そ

ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

一
方
で
、
国
際
協
力
の
日
常
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
I
C
T
の
恩
恵
が
も

た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
や
距
離
を
超

え
た
教
育
機
会
・
情
報
の
享
受
な
ど
、

も
は
や
国
際
協
力
に
は
電
子
メ
ー
ル
や

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
利
用
は
不
可
欠
で
あ

り
、
I
C
T
を
使
わ
な
い
と
仕
事
に
な

ら
な
い
、
と
い
う
実
感
を
お
持
ち
の
方

も
多
い
で
し
ょ
う
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
出
来
事
の

大
き
さ
を
知
る
尺
度
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
と
し
て

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
す
る

か
ど
う
か
、
検
索
し
た
と
き
に
出
て
く

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
面
も
、
世
の
中

へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
考
え
た
と
き
に
看
過

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

I
C
T
の
活
用
が

開
発
途
上
国
に
も
た
ら
す
も
の

筆
者
は
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
沖
縄
国
際
セ
ン

タ
ー（
Ｏ
Ｉ
Ｃ
）で
外
部
講
師
を
平
成
7

年
か
ら
務
め
て
い
ま
す
。
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
教
育
技
術
研
修
関
連
の
理
論
的
背
景

や
趨
勢
を
2
日
間
で
講
義
す
る
と
い
う

役
割
で
す
。Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
専
門
家
と
し
て

ト
ル
コ
に
初
め
て
派
遣
さ
れ
た
の
が
平

成
12
年
で
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
母
子

保
健
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

を
用
い
た
情
報
伝
達
・
広
報
活
動
の
設

計
と
第
三
国
研
修
の
立
案
が
任
務
で
し

た
。
今
思
え
ば
、
I
C
T
を
国
際
協
力

で
ど
う
使
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
先
駆

け
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
も
、Ｏ
Ｉ
Ｃ
の
帰
国
研
修

員
か
ら
の
招
き
に
よ
り
、
フ
ィ
ジ
ー
の

南
太
平
洋
大
学
や
中
国
の
水
利
省
に
お

け
る
I
C
T
を
活
用
し
た
遠
隔
教
育
に

つ
い
て
関
わ
る
チ
ャ
ン
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
昨
年
は
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行

研
究
所
の
招
き
で
ネ
パ
ー
ル
を
訪
問

し
、
遠
隔
教
育
セ
ミ
ナ
ー
用
の

講
義
を
収
録
し
、
配
信
が
始
ま
る

と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
感
じ
る

こ
と
は
、
I
C
T
を
活
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
の
機
会

が
よ
り
多
く
、
広
範
に
提
供
で

き
る
、
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事

実
で
す
。
人
対
人
で
し
か
伝
わ

ら
な
い
熱
い
思
い
と
か
、
真
摯

な
態
度
、
思
い
や
り
と
気
遣
い

な
ど
、
二
人
称
的
関
係
を
築
く

こ
と
は
、
国
際
協
力
の
場
面
の

み
な
ら
ず
、
教
育
一
般
に
大
切

な
条
件
で
す
。
一
方
で
、
た
と

え
遠
隔
に
い
て
録
画
さ
れ
た
ビ

デ
オ
を
見
る
だ
け
で
も
、
あ
る

い
は
肉
声
を
介
さ
な
い
文
字
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン（
電

子
メ
ー
ル
）だ
け
で
も
、
伝
わ
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
。
直
接
会
っ

て
対
話
し
て
、
二
人
称
的
関
係

を
構
築
し
た
あ
と
で
I
C
T
を

使
っ
た
交
流
を
継
続
す
る
と
、「
私
と

あ
な
た
」の
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
に

も
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、直
接
会
っ
た
こ

と
が
な
い
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

も
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
は
で
き
ま
す
。
我
々
が
、
先
祖
代
々

書
籍
か
ら
多
く
の
先
人
た
ち
の
知
恵
を

学
ん
で
き
た
よ
う
に
、
三
人
称
的
関
係

の
人
が
準
備
し
た
情
報
か
ら
も
、
多
く

の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

情
報
格
差
是
正
の
た
め
の
課
題
と
は

I
C
T
は
ど
ん
ど
ん
発
展
す
る
で
し

ょ
う
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
開
発

途
上
国
に
お
け
る
情
報
格
差
や
持
続
的

成
長
へ
の
課
題
も
山
積
す
る
で
し
ょ

う
。
I
C
T
を
使
う
者
は
ど
ん
ど
ん
便

利
に
な
る
道
具
を
積
極
的
に
使
う
こ
と

で
ま
す
ま
す
便
利
に
な
り
、
使
わ
な
い

者
は
そ
の
恩
恵
に
預
か
れ
ず
に
放
置
さ

れ
る
と
す
れ
ば
格
差
は
広
ま
る
一
方
で

し
ょ
う
。
放
置
す
れ
ば
恩
恵
に
預
か
れ

そ
う
も
な
い
人
た
ち
に
こ
そ
、
積
極
的

に
I
C
T
利
用
を
促
進
し
、
彼
ら
の
発

展
に
寄
与
す
る
よ
う
な
工
夫
を
教
え
、

利
用
を
持
続
さ
せ
る
た
め
の
支
援
を
続

け
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
思
い
ま
す
。
国

際
協
力
の
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

お
い
て
、
I
C
T
を
い
か
に
組
み
入

れ
、
活
用
し
て
い
く
の
か
を
ま
ず
は
考

え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
中
核
に
は
、

I
C
T
を
利
用
し
て
新
し
い
こ
と
を
知

り
、
学
び
、
情
報
を
交
換
し
合
い
、
ま

た
自
分
か
ら
発
信
す
る
、
と
い
う
e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
発
想
を
据
え
る
べ
き
で

す
。
国
内
外
に
お
け
る
人
対
人
の
生
身

の
交
流
と
I
C
T
利
用
に
よ
る
学
習
の

継
続
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
の

が
最
も
効
果
的
か
に
つ
い
て
、
そ
の
中

で
考
え
、
試
行
錯
誤
し
、
良
い
知
恵
を

共
有
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。「

e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
可
能
性
を
実

現
す
る
の
は
、
教
育
設
計
・
I
C
T
技

術
・
知
的
財
産
権
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
4
領
域
の
専
門
性
を
兼
ね
備
え

た
e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
専
門
家
で
あ
る
」。

そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
平
成
18
年
4
月

に
、e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
るe
I

ラ
ー

ニ
ン
グ
専
門
家
養
成
の
大
学
院「
教

授
シ
ス
テ
ム
学
専
攻
」を
熊
本
大
学
は

我
が
国
で
初
め
て
創
設
し
ま
し
た
。
企

業
内
教
育
や
高
等
教
育
で
の
成
人
学
習

を
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
プ
ロ
を
目
指
す
社
会
人

が
、
仕
事
を
抱
え
な
が
ら
、
熊
本
に
来

た
り
担
当
教
員
に
直
接
会
っ
た
り
し
な

い
で
ど
こ
ま
で
学
習
が
可
能
か
と
い
う

難
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
こ

の
輪
が
国
際
協
力
分
野
に
も
広
が
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

すずき　かつあき
昭和34年千葉県市川市生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。同大学大学院修士課程修了、米国フロリダ州
立大学大学院教育学研究科博士課程修了、Ph.D取得。東北学院大学大学院講師、同大学大学院助教授、教授、
岩手県立大学ソフトウェア情報学部・大学院ソフトウェア情報学研究科教授を経て、平成18年より現職。日本教育
メディア学会理事、日本イーラーニングコンソーシアム名誉会員などを務める。主著に、『教材設計マニュアル』『教育
工学を始めよう（共訳・解説）』『インストラクショナルデザインの原理（監訳書）』がある（いずれも北大路書房）。 ICTを活用した研修を受ける研修員（JICA沖縄国際センターにて）

ICTの活用で、より多くの学習機会と広範な提供が可能になる
（JICA沖縄国際センターにて）

ICTを活用した研修コース（JICA沖縄国際センターにて）
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ラ
オ
ス
の
学
習
熱

　

世
界
の
な
か
で
も
ラ
オ
ス
は
最
貧
国
の
1
つ
で
す
。
そ
の
た
め
、
教

育
機
会
は
社
会
的
・
経
済
的
に
上
の
地
位
へ
行
く
た
め
の
手
段
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
親
は
子
ど
も
に
よ
り
良
い
教
育
を
受
け
さ
せ
よ
う

と
し
ま
す
。
社
会
主
義
国
の
ラ
オ
ス
で
は
す
べ
て
の
小
学
校
と
中
学

校
、
お
よ
び
国
立
の
高
校
で
学
費
が
免
除
さ
れ
る
た
め
、
勉
強
を
頑

張
れ
ば
高
校
ま
で
は
進
学
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
海
外
留
学
に
備
え
て
、

親
は
子
ど
も
を
塾
に
通
わ
せ
ま
す
。
私
も
高
校
は
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
市

内
の
有
名
校
に
進
学
し
、
放
課
後
は
塾
に
通
い
、
家
に
戻
る
の
は
毎

日
夜
10
時
頃
で
し
た
。
日
本
に
は
、
子
ど
も
を
塾
に
行
か
せ
す
ぎ
て

か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
意
見
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
仲
間
も
で
き
た
し

学
校
の
成
績
も
上
が
っ
た
し
、
私
は
塾
が
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

高
校
1
年
生
の
と
き
、
日
本
の
文
部
科
学
省
の
奨
学
金
制
度
を
知

り
ま
し
た
。
日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
あ
れ
だ
け
被
害
を
受
け
な

が
ら
も
戦
後
の
わ
ず
か
な
間
に
復
興
し
て
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
し

た
す
ご
い
国
、
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
し
た
し
、
敗
戦
し
て
も
負
け
は

負
け
だ
と
し
て
言
い
訳
を
し
な
い
潔
さ
を
素
晴
ら
し
い
精
神
だ
と
思
っ

て
い
て
、
以
前
か
ら
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
ラ
オ
ス
に
日
本
語
学

校
は
な
く
、
私
の
家
庭
に
は
日
本
語
を
勉
強
す
る
経
済
的
な
余
裕
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
と
違
っ
て
、
み
ん
な
貧
し
く
、
勉
強
は
貧
し

さ
か
ら
抜
け
出
す
唯
一
の
手
段
で
し
た
か
ら
、
切
磋
琢
磨
し
て
競
い
合

う
よ
う
に
勉
強
に
励
み
ま
し
た
。

誰
と
で
も
親
し
く
つ
き
合
う
ラ
オ
ス
人

　

ラ
オ
ス
人
は
人
と
接
す
る
の
が
好
き
で
、誰
と
で
も
仲
良
く
や
っ
て
い

け
る「
O
型
」タ
イ
プ
が
多
い
よ
う
で
す
。私
自
身
も
５
人
兄
弟
の
真

ん
中
な
の
で
、「
合
わ
せ
上
手
」だ
と
い
わ
れ
ま
す
。日
本
で
も
よ
く
そ

う
い
い
ま
す
よ
ね
。ま
た
、ラ
オ
ス
の
上
下
関
係
は
日
本
の
よ
う
な
き
び

し
い
も
の
で
は
な
く
、相
手
と
親
し
く
つ
き
あ
う
た
め
の
方
法
の
1
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、ラ
オ
ス
人
は
初
対
面
の
相
手
に
必

ず
年
齢
を
聞
き
ま
す
。日
本
人
は
困
惑
す
る
よ
う

で
す
が
、そ
れ
は
、上
下
関
係
を
決
め
る
た
め
な
の

で
す
。た
と
え
ば
年
齢
が
2
〜
3
歳
上
で
あ
れ
ば

「
あ
な
た
」「
わ
た
し
」と
友
だ
ち
感
覚
で
話
が
で
き

ま
す
。5
〜
6
歳
上
で
あ
れ
ば
名
前
に「
お
に
い
さ

ん
」「
お
ね
え
さ
ん
」と
つ
け
て「
□
□
お
ね
え
さ

ん
」と
し
ま
す
。10
歳
、20
歳
上
で
あ
れ
ば「
お
じ
さ

ん
」「
お
ば
さ
ん
」。そ
の
上
は「
お
じ
い
さ
ん
」「
お

ば
あ
さ
ん
」。そ
う
呼
び
合
う
こ
と
で
、兄
弟
家
族

の
よ
う
な
親
し
い
つ
き
あ
い
が
で
き
る
の
で
す
。ま

た
、道
で
通
り
す
が
っ
た
見
知
ら
ぬ
人
と
目
が
合
え

ば
、に
こ
っ
と
笑
っ
て「
サ
バ
イ
デ
ィ（
こ
ん
に
ち
は
）」

と
必
ず
挨
拶
し
ま
す
。ラ
オ
ス
で
は
今
で
も
そ
れ
が

普
通
で
す
が
、日
本
で
も
50
〜
60
年
前
は
そ
う
だ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

日
本
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
は「
グ
レ
ー
」

　

日
本
人
は
恥
ず
か
し
が
り
屋
が
多
い
の
で
、私
か
ら
話
し
か
け
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。で
も
最
初
は
、日
本
人
と
ど
う
接
す
れ
ば
い
い
か
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。日
本
人
同
士
で
は
わ
か
る
あ
う
ん
の
呼
吸
や
暗

黙
の
了
解
、ル
ー
ル
に
気
付
い
て
い
た
の
で
す
が
、そ
れ
が
ど
う
い
う
意

味
か
わ
か
ら
な
い
し
、日
本
人
の
優
柔
不
断
さ
に
も
か
な
り
困
り
ま
し

た
。ラ
オ
ス
人
は
は
っ
き
り
相
手
に
意
思
表
示
し
て
理
解
し
合
い
ま
す
。

ま
た
、仲
良
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
ラ
オ
ス
人
は
本
音
を
言
い
合
い
ま
す

が
、日
本
人
は「
こ
ん
な
こ
と
言
っ
た
ら
嫌
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
」と
、友
だ
ち
に
対
し
て
い
つ
も
建
前
だ
け
を
言
っ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。

　

留
学
前
、日
本
の
こ
と
を
勉
強
し
て
お
こ
う
と
思
い
、テ
レ
ビ
で
放
送

さ
れ
て
い
た
日
本
の
ド
ラ
マ（「
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
」）を
毎
週
見
て

い
ま
し
た
。主
人
公
は
は
っ
き
り
し
な
い
性
格
で
、な
ぜ
気
持
ち
や
恋
愛

観
が
こ
う
も
揺
れ
動
く
の
か
理

解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
れ
が

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、日
本

に
来
て
3
、4
年
経
っ
て
か
ら
で

す
。日
本
の
ド
ラ
マ
は
登
場
人
物

が
天
使
と
悪
魔
の
両
面
性
を
持

っ
て
い
て
、う
ま
く
で
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。で
も
周
囲
の
ラ
オ
ス

人
に
聞
く
と
、日
本
の
ド
ラ
マ
は

理
解
で
き
な
い
と
い
う
意
見
が
圧

倒
的
に
多
い
の
で
す
。ラ
オ
ス
人

に
と
っ
て
は
、白
黒
は
っ
き
り
し
た

韓
流
ド
ラ
マ
の
ほ
う
が
理
解
し
や

す
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。こ
の

日
本
人
独
特
の
、白
黒
つ
け
な
い

「
グ
レ
ー
」の
考
え
方
が
わ
か
る

と
、政
治
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。た
だ
、日
本
人
は
、グ
レ
ー
の
曖
昧
な
部
分
を
使
い
す
ぎ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。相
手
に
対
し
て
思
い
や
り
を
持
っ
て
曖
昧
に

す
る
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
は
明
確
に
し
て
も

い
い
の
で
は
と
感
じ
ま
す
。

急
激
に
変
化
す
る
ラ
オ
ス
社
会

　

ラ
オ
ス
は
こ
こ
数
年
間
で
経
済
が
発
展
し
景
気
が
よ
く
な
っ
た
た

め
、私
が
い
た
頃
と
は
ま
っ
た
く
違
う
社
会
に
な
っ
て
い
て
、最
近
は
帰

国
す
る
た
び
に
驚
く
こ
と
ば
か
り
で
す
。社
会
全
体
が
経
済
的
に
豊
か

に
な
り
、学
生
も
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
お
金
を
持
つ
と
勉
強
よ
り
遊
び
を

優
先
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。ま
た
、日
本
の
よ
う
な
核
家
族

化
、家
庭
崩
壊
の
傾
向
も
現
れ
始
め
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
は
、何
世

代
に
も
わ
た
る
大
家
族
で
暮
ら
す
の
が
普
通
で
し
た
が
、最
近
は
子
ど

も
世
代
が
地
方
か
ら
都
会
に
出
て
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
み
、共

働
き
の
た
め
家
族
と
過
ご
す
時
間
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で

す
。私
の
父
は
軍
人
で
き
び
し
く
、食
事
は
必
ず
家
族
揃
っ
て
食
べ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。外
へ
遊
び
に
行
っ
て
い
て
も
食
事
の
時
間
に
は

必
ず
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
が
、家
族
み
ん
な
で
仲
良

く
食
事
す
る
こ
と
で
家
族
の
絆
を
感
じ
た
も
の
で
し
た
。

　

ど
の
国
で
も
経
済
的
に
発
展
す
る
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題

が
発
生
し
ま
す
。日
本
や
タ
イ
な
ど
の
国
々
が
辿
っ
た
同
じ
道
を
ラ
オ

ス
も
進
ん
で
い
る
と
思
う
と
、日
本
で
起
こ
っ
て
い
る
問
題
は
他
人
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ラ
オ
ス
も
10
年
先
、20
年
先
に
同
じ
よ
う
な
問
題
が

起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
」と
、自
分
の
国
の
将
来
を
見
る
よ
う
な
、未
来
の

世
界
で
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
な
、複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。日
本

へ
留
学
し
た
こ
と
で
、日
本
の
す
ば
ら
し
さ
を
知
り
、日
本
の
技
術
を

学
び
、自
分
の
国
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。勉

強
し
た
く
て
も
で
き
な
い
貧
し
い
人
々
を
代
表
し
て
留
学
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
、将
来
は
ラ
オ
ス
に
戻
り
、ラ
オ
ス
人
同
胞
を
助
け
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。今
ま
で
つ
く
っ
て
き
た
人
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
、自
分

の
理
念
を
持
ち
で
き
る
こ
と
を
少
し
ず
つ
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

テ
ー
マ
エ
ッ
セ
イ

は
っ
き
り
と
意
思
表
示
し
て
本
音
を
言
い
合
う
の
が

ラ
オ
ス
流
の
人
づ
き
あ
い
で
す

チャンパパン・ボアウィエン
昭和52年ラオス人民共和国ヴィエンチャン市生まれ。平成7年4月文部科学省の国費留学生として来日。東京外国語大学留学生日本語センタ
ーで日本語を学習後、平成8年東京工業大学国際開発工学科入学。同大学大学院博士課程在学中。東京外国語大学ラオス語専攻非常勤教
員。平成16年株式会社ティックスの通訳（ラオス語）として登録。ラオス語の研修コースを担当している。

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。

小学校で学ぶ子どもたち（写真提供：長倉洋海／ JICA）

近代化が進むヴィエンチャン市内
（写真提供：長倉洋海／ JICA）

”人
の
つ
な
が
り
“っ
て
何
だ
ろ
う
？

チ
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パ
ン・ボ
ア
ウ
ィ
エ
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さ
ん
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知をつなぐ。世界をつなぐ。未来をつなぐ。
no.59 2007 October
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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。

いろいろな世界を自分の目で見る
ことが大切だと思います

何事にも前向きに取り組み
吸収していきたい　国際研修部東京業務室　吉岡　孝二郎さん

今年4月に新卒で入団してから、半年が経ちました。東京・幡ヶ
谷にあるJICA東京国際センターで、JICAが実施する研修員受入
事業での研修運営業務（トレーニング・オフィサー）を担当していま
す。業務の内容は、研修員の募集・選考や研修の運営（カリキュ
ラム調整・研修員の受入手続き・研修用教材の作成・オリエン
テーション・研修の進捗管理・研修評価会の運営等々）など、多
岐にわたります。
学生時代は、世界も日本もとにかく何でも見てやろうと、大学1回

生の夏にタイ、マレーシア、シンガポールを縦断したのを皮切りに、
時間とお金を作ってはアジアや中南米をバックパック旅行でまわり
ました。訪れた国々で出会った現地の人 と々接して笑顔や優しさ
をいいなと思い、日本に住む1人として何かできないだろうかという
気持ちが自然と沸きました。大学では人と自然の関わりを考察する
地理学を専攻しましたが、特に、環境に配慮し持続可能な無農薬・
有機農業を基本として地域設計を行う概念（パーマカルチャー）に
関心があったので、メキシコ南部にある先住民の村落でパーマカル
チャーを実践しているボランティア団体を手伝いました。そこで世界

各国から集まってきたさまざま人々と
関わり行動力と熱意をすばらしいと
感じたことが、国際協力への関心を
持つ大きなきっかけになったと思いま
す。その後も、オーストラリアの農家
でのファームステイや社団法人日本国
際民間協力会のモデルファームづくりへのボランティア参加などを
通して、いろいろな世界を体験することは大切だと感じました。
入団後、最も強く実感したのは、1つひとつの研修が、JICAや

現地政府の担当者、専門家など多くの関係者によって膨大な時間
と労力をかけて成り立っているということでした。その中でトレーニン
グ・オフィサーとして関係者の方々や研修員の意見をとりまとめて
調整し、より効果的な内容になるよう研修の運営に努めています。
また研修はそれぞれ内容が違うのでマニュアルどおりに対応できな
い部分が多いため、柔軟性も必要です。今はとにかく1つひとつ
の業務を前向きに取り組んで確実にこなすことで、成長していきた
いと思っています。

モンゴル高校生エッセイ・コンテストの
表彰式が開催される
7月10日、モンゴル教育文化科学省との共催による「モンゴル高校生エ

ッセイ・コンテスト」の表彰式が、モンゴルの首都ウランバートルで開催さ
れました。今回のコンテストは、日モ外交関係樹立35周年にあたる「モン
ゴルにおける日本年」の記念公式事業のひとつとして行われたものです。
当日は、モンゴル教育文化科学省副大臣、後援団体のJICAモンゴル事
務所長とモンゴル・日本センター所長、およびJICE諏訪理事長が出席し、

成績発表と表彰が行われ
ました。9月下旬、JICEの
招へいにより入賞者上位5
名が10日間の日程で日本
の各地を訪問し、高校での
授業参加やホームステイを
通じ日・モ双方の理解と交
流がはかられました。

皆さまからお寄せいただいた義援金で学校を再建
パキスタン地震災害・義援活動報告

平成17年10月に発生したパキスタン地震災害に対する旧国際交流部
交流課有志の呼びかけに際し、受入関係団体各位、合宿セミナーやワン
デイ・ボランティアに参加された方々、ホストファミリーの皆さまなどから
総額約67万円の義援金をいただきました。ありがとうございました。義
援金は、震源地に近い山岳地帯の小村にある学校の再建に充てられまし
たので報告いたします。
この学校は、初等教育の必要性を訴えた女性の校長によって設立され
た、村で唯一の学校ですが、地震で甚大な被害を受けました。当時、パ
キスタン行政官として災害の対応にあたっていたのが、以前JICA青年招
へい事業で日本を訪問した青年たちでした。私たちJICE有志は彼らと連
絡をとり、現地調査をふまえてこの学校の再建に義援金を充てることにし
ました。彼らによって組織された学校再建委員会が私たちと学校をつな
ぎ、やがてUNICEF、多国籍NGO団体などからの物資提供や技術指導
など支援の輪が広がり、1年後には校舎が再建され授業を再開すること
ができました。私たちは、今後もこの学校を中心とした村の発展を見守り、

随時皆さまへ報告を行
ってまいります。引き続
きご支援をお願いいたし
ます。
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表彰式（前列中央がモンゴル教育文化
科学省副大臣、左側が諏訪理事長）

再建された教室で学ぶ生徒たち。
皆さまからの義援金が、パキスタンの
子どもたちの未来を再び開きました


