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古 くて 新 しい 問題 と して の ス テ ィ グ マ

　第18回 国際 エ イ ズ 会 議 に 参加 し て

　　　　　　　　　　 新 ケ 江　章友

　　　財団法人 エ イ ズ予防財団 ・名古屋市立大学看護学部

　　　　　Stigma　as　Old　and 　New 　Problems

In 　Attendance 　 at 　 XVIII 　 International 　 AIDS 　 Conference

　 　 　 　 　 　 　 　 　 Akitomo 　 SHINGAE

　2010年 7月 に 、 オ ー
ス ト リ ア ・ウ ィ

ー
ン で 第 18回国際 エ イ ズ会議 （XVIII　 Interna−

tiQnal　A 工DS　 Conference） が 開催 され た 。 学会 の テ
ー

マ は 「Rights　 Here，　 Right　Now

（今 こ こ で こ そ 人権を ）」 で あ っ た 。 本稿で は 、 と りわ けH 工V ／AIDS を め ぐ る ス テ ィ グ マ

と差 別 の 問題 に 焦 点 を しぼ った 発表 の い くっ か を紹介 す る 。 現在世界 で は 、 H工V ／AIDS

を め ぐる ス テ ィ グ マ や 差別 は 、公衆衛生施策 に と っ て の 最重要課題 で ある と位置づ け られ

て い る 。 な ぜ な らス テ ィ グマ や 差別 こ そ が、予防 や 治療促進を阻害す る と考 え られ て い る

か らで あ る 。
こ の 見 方 は 当 然 、HIV ／AIDS の 問 題 化 の 当 初 か ら議 論 さ れ て き たが 、現 在

に お い て も未だ 十分 な 解決策 が 提示され て は い な い 。 日本で も、ス テ ィ グ マ や差別 の 軽減

の た め の 具体的 な施策が、今後 さ らに展 開 され て い く必要 が あ る。

キ
ー

ワ
ード ：HIV／AIDS、　 MSM （Men 　who 　have　Sex　with 　Men ）、ス テ ィ グ マ 、人 権

1 ．は じめ に

　2010年 7 月 18日 か ら23日 ま で オ ー ス ト リ ア ・ウ ィ
ー ン で 開催 され た第 18回国際 エ イ ズ 会

議 （XVIII　 Internationa1　AIDS 　 Conference）〔L1
に 、 私 は財団 法人 エ イ ズ予 防財団 の 国際 エ

イ ズ会議派遣 事業 の 助成金 に よ り参加す る こ とが で きた 。
こ の 会議で 私は ポ ス タ

ー発表を

行 い
〔2）

、 と りわ けMSM （Men 　who 　have　Sex　with 　Men 、 男性 と性行為 を行 う男性）
｛31
とHIV

／AIDS に 関す る 最新 の 研 究動 向 を把握す る よ う努め た （MSM に 限 らず、 ジ ェ ン ダ ーや ド

ラ ッ グユ
ーザ ー

に 関す る興味 ある セ ッ シ ョ ン に も幅広 く参加 した ）。

　今 回 の 学会 の テ
ー

マ は rRights　Here，　Right　Now （今 こ こ で こ そ 人権 を）」 で あ っ た 。

全体 と して は 、 現在 の HIV ／AIDS の 世界 的流行が 、 人 権 や ス テ ィ グ マ の 問題 とど の よ うに

関連 して い る の か を意識 的に 考 え る こ とが 出来 る よ うな プ ロ グ ラ ム 構成 に な っ て い た点が

特徴的で あ っ た。 本稿で は 、 と りわ け ス テ ィ グ マ と差別 の 問題に 焦点 を しぼ っ た 発表 の い

くっ か を紹介 し 、 日本 に お ける今後 の 研 究や HIV／AIDS 施策 へ の 応 用可能性 を吟 味 し て み

た い
。

且．エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビズ 厶 は死 ん だか ？

　 「エ イ ズ ・
ア ク テ ィ ビ ズ ム は死 ん だか ？」 と い う タイ トル の セ ッ シ ・ ン は 、

一般 の 会場

で はな く 、 グ ロ
ーバ ル ・ビ レ ッ ジ と い う世界中 の NGO ブ ー

ス が 多 く設 け られ た 会場内 で

行 われ た
［41

。
こ の セ ッ シ ョ ン の 行 わ れ た前 日 の 開会式前 に

、 普遍 的 ア ク セ ス （universal

access 　to　prevention ，　treatment ，　care 　and 　support ）
｛5】

を 政治 的 リ
ー

ダ
ー

は早 急 に 実 現す べ

きだ と い う こ とを訴 え る ダイ ・イ ン が行 われ て い た （図 1）。 こ の 「エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ
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ム は 死ん だ か ？」 と い う セ ッ シ ョ ン の パ ネ リ ス ト は 、イ ン ド、 エ ジ プ ト 、
ジ ャ マ イ カ な ど

の エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ス ト に よ る もの で 、 ト
ー

ク シ ョ
ー

形式で 行わ れ た 。

　エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム は 、 1980年代 の ア メ リ カ 合衆 国を は じ め
、 HAART 治療

．bl
が 行

わ れ る以 前 に 米国政 府や製 薬会社 に 激 し い 抗議運 動を 行 い
、 様 々 な メ デ ィ ア を駆使 した ク

リ エ イ テ ィ ブ な 戦 略 を 展開 した 。
エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム の 中 で も 、 ACT 　 UP （AIDS

Coalition　 to　 Unleash　 Power 、 力 を 解 き放 っ エ イ ズ連 合） は最 も育 名で あ る 。 例え ば 、

HIV 陽性者 の ア
ー

テ ィ ス ト た ちは、既存の 異性愛中心主義 的価値観を転倒さ せ る よ う な 様 々

な ポ ス タ
ー

を 作製 し 、 社 会に 流通 さ せ る こ と で 、 エ イ ズ 政 策 に 怠 慢 な 政 府 や 行政 を激 し く

批判 して い っ た
。

ア ウ シ ュ ビ ッ ツ 収容所 の 同性愛者 の 囚人服 に は ピ ン ク の 下向 き三 角形 の

マ
ーク が 付与 さ れ て い たが 、ACT 　UP は 、そ の マ

ーク を逆 さ に した 「ビ ン ク ・ト ラ イ ア ン

グ ル 」 の 下 に 「沈黙 ＝死 （SC工LENCE ＝DEATH ）」 と 記 し た ポ ス タ
ー

を 作製 した。 しか

し1990年代以 降 、
こ の ACT 　UP の 活動 は ド火 とな っ て い く

丁

。
1
一

エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム は

死 ん だ か ？」 と い う問 い は 、 こ の よ うな 歴史的流れ の 中で 問わ れ た 問 い な の だ と 思 う が 、

パ ネ リ ス トの い ず れ もが 、自分 た ち の 国や 地域で は エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム は 死 ん で は い

な い と述 べ て い た 。

図 1　 開会 式 の 会 場 前 で 行われ たダイ ・イ ン

　現 在の エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ
’
ズ ム に よ る批 判 の 対象 は

、
1980年代 の 政 府や 製 薬 会社な ど と

は若干 異な り
，1

、 人権侵害 な ど の 法 の 問題 と密 接 に 結 び っ い て い る と い う印 象を 受 け る 。

例え ば 、 今回 パ ネ リ ス ト と し て 登 壇 して い た ジ ャ マ イ カ の ア ク テ ィ ビ ス トは、ゲ イ で あ り、

薬物 ド ラ ッ ク の 使 用 者 で あ っ た が 、HIV に 感 染 した こ と に よ っ て 投獄 さ れ た 。
ジ ャ マ イ カ

で は HIV に 感 染 し て 投獄 され る こ とは な い が、彼 の 場 合 、　 IllVに 感染 し た こ と に よ っ て ゲ

イだ と い う こ と が 暴露 さ れ て しま い
、 投獄 さ れ る こ と に な っ た の で あ る。 ジ ャ マ イ カ で は 、

同性愛行 為 は法 に よ っ て 禁 lkさ れ て お り 、 10年間投獄 され る こ と に な る   彼 は 出所後 、

同様の 経験を した人 々 の 声 を集 め 、雑誌 を編集 す る 。
こ の 雑誌 を 世 に 出す こ と で 、 行政 機

関 に 同性愛者 に 対 す る 対応 を改 善 し て い くよ う訴 え て い っ た の で あ る。 と りわ け 1南 米諸 国

で は 、 MSM で も女性 っ ぽ い 男性　
一一

と り わ け 、性行為 の 場 面 で 受身 とな る男 性　　が 激

し い 差別 の 対象 とな る
［↓
。 ジ ャ マ イ カ の 警官 も 、

こ の よ うな 男性 を見 つ け る と 、 殴 る蹴 る

な ど の 暴行を 加 え て い た 。 しか し こ の ア ク テ ィ ビ ス ト は 、 警察 に 対 して 同性愛 者に 対す る

理 解 を深 め る よ う教育 し 、 逆 に 同性愛者 に 暴 11fを 加え る 人 々 を逮捕 す る ま で に 警察 の 考 え

方や 行動 を変 え て い っ た の だ と い う 。 80年代 の 西欧諸 国 で 展 開 さ れ た エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ
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ズ ム で は 、 同性愛 が犯罪化 さ れ投獄 され る こ と は まれ で あ っ た 。 しか し今回 の セ ッ シ ョ ン

で 発表 した人 々 の 国で は、同性愛行為 そ の も の が 犯罪化 さ れ て お り、そ の 結 果、 エ イ ズ の

予防や 治療 へ の ア ク セ ス が阻害 さ れ る な ど の 深刻 な健康問題 を引 き起 こ し、 様 々 な面 で M

SM の 人 権が 侵害 さ れ て い た 。 ジ ャ マ イ カ に 限 らず 、 イ ン ド の ヒ ジ ュ ラ も非常 に 似 た 状況

の 中 に 置かれて い た 。

　会場 か ら も興味深 い 質 問が い く つ も投げか け られ て い た 。

一
っ は 、

エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ

ズ ム は 官僚 シ ス テ ム や社会制度に 取 り込 まれ て しま っ たの で はな い か と い うもの で あ っ た 。

こ の 質 問 に対 して は 、 官僚 シ ス テ ム に 巻 き込 まれ な い よ う 自分 の 立 ち位 置を確認 すべ きだ

と い う も の か ら、 シ ス テ ム の 外 と 内か ら変え て い くべ きだ と い う も の 、制度側 と ア ク テ ィ

ビ ズ ム 側が 同 じテ
ーブ ル で 協力 し合 い なが ら議論 して い くべ きだ とい うもの ま で 様 々 で あ っ

た 。 8D年代 ま で の エ イ ズ ・
ア ク テ ィ ビ ズ ム に 関 し て 言 え ば 、

　 HAART 治 療が行 わ れ る よ う

に な っ て 以降 、 彼 ら／彼女 らの 目的は
一

定の 成 果を あ げ た た め 、 ア ク テ ィ ビ ズ ム も下火 と

な っ て い っ た
。

エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム の 声 が 、 政策 に 反 映 され状況 が 改善 さ れ て い っ た

こ と は 、 非常に 喜ば しき こ と で あ る 。

　 しか しエ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム と は 、
エ イ ズ の 治療薬 を 獲得 し

、 予防が 促進 さ れれ ば 終

了 す る の だ ろ うか ？　 あ る会場か ら の 意 見 で 、 エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム と は 、 フ ラ ス ト レ ー

シ ョ ン で あ り苛立 ち で あ る と、そ の 点 か らすれば、今 の エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム は も う死

に か か っ て い る の だ と い う もの が あ っ た 。
こ の 視点 は 、 非常 に 「ク ィ ァ 」 で ある と私は 思 っ

た 。 ACT 　UP の エ イ ズ ・ア ク テ ィ ビ ズ ム は 、
エ イ ズ治療薬が ない 時代 に は じま り、周 りの

友人 や恋 人が 亡 くな っ て い く中で 、人 々 の 「怒 り」 と して 結 晶化 して い っ た 。 「ク ィ ア 」

の 視点 と は 、 そ も そ も社 会 に 自分 た ち の 存在 を承認 さ せ る こ とす ら も拒否 し、 社会 の 周縁

に 立 ち続 け なが ら自らの 生 き方を創造す る も の で は な か っ た だ ろ うか
。

そ う い う意 味に お

い て 、 ACT 　 UP を は じめ とす る エ イ ズ ・
ア ク テ ィ ビ ズ ム の 衰退 は 、 「ク ィ ア 」 な視点 が失

われ て い く過程 と同 じで あ る と言 え る 。
こ の セ ッ シ ョ ン は 、 今回の 会議全体の 議論 を理解

す る上 で も非常 に興味深 い 内容で あ っ た 。

皿 ．ア フ リ カ の MSM と ス テ ィ グ マ

　薬物 ド ラ ッ グ の 使用 と と も に
、 同性 と の 性行為そ の も の が 犯罪化 さ れ て い る 国々 は 未 だ

に多 い
。 今回 の 会議 の MSM に 関す る セ ッ シ ョ ン の 多 くも、 こ れ ら同性愛 行為 が犯罪化 さ

れ て い る国 々 とHIV ／AIDS の 流行 と の 関係 の 中で デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が な さ れ て い た 。 と り

わ け近年注 目さ れ て い る の は 、 ア フ リカ の MSM で あ る
“e

。 昨年末に ウ ガ ン ダ で 反同性愛法

が国会で 可決 された こ と によ っ て 、 同性間の 性行為を 行 っ た も の に 対 す る無期懲役 や 死刑

を宣告す る罰則が 規定され た 。
こ の 法律 に 対 して は 、 国際的な 人権擁護 の 機運 が 高 ま る 中

で 、 ウ ガ ン ダ政府 は 様 々 な 国や 国際機関 か ら の 批判を あ び て い る 。
ウ ガ ン ダは ア フ リカ の

中で も、HIV ／AIDS 政策 に お い て 成功 して き た国 と して 取 り上 げ られ る こ とが 多か っ た が 、

こ の 反同性愛法 に よ っ て 、 い くっ か の 資金援助国か らの 援助打 ち切 りが宣言 され て もい る 。

　 ウ ガ ン ダに 限 らず 、 カ メ ル ー
ン 、 セ ネ ガ ル

、 ナ イ ジ ェ リ ア な ど の 国々 で の MSM に 対す

る風当 た りは非常 に 強 い
。 現在 ア フ リカ で は 、 36ヶ 国 も の 国 々 が 同性愛行為 を違 法 と して

い る 。
こ れ ら の 国 々 で は 、 MSM に 向 け た HIV ／AIDS の 予防資源 や治 療 に 関す る情 報を 提

供す る だ け で 投獄 さ れ る と い う 。 例え ば カ メ ル ー ン で は 、 あ る バ ーに い た MSM が 集団 で
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投 獄 され た 。 そ の 投獄 され た うち の
一人 に 、 刑務所内で エ イ ズ の 症状 が 現 れ、検査 の 結果

陽性だ と分 か っ た者 が い た 。 刑務所 は彼 に 検査の 結果を 告 げず 、 しか しなが ら裁判で 彼は

被告 人 と して 立 ち続 け な けれ ばな ら な か っ た と い う。 結 局 、 こ の 男性 は治療 も受 ける こ と

が で きな い まま刑務所 か ら出され 、 数 日後 に 死亡 した 。 こ の よ うな事例を見 る と 、 健康 の

権利ばか りで はな く 、 ア フ リカ の 多 くの 国 々 の MSM に は根本的 な人権 そ の もの が 法 に よ っ

て 何 も保 障 され て い な い と い う こ と が 分か る
。

　 こ れ ま で 「ア フ リ カ の エ イ ズ」 は 、 異性間性交渉に よ っ て 流行 して きた と い う こ とが前

提 とさ れ て きた。た しか に ジ ェ ン ダー
の 側面か ら見た場 合 に は、男性 の 女性 に 対 する レ イ

プ や 家庭 内暴 力な ど の 問題 が HIV ／AIDS の 流行を促進 して い る と い う、見過 ごす こ と の 出

来 な い 重要 な報告 が今 回の 会議で もな され て い た
z゚
。

　 しか しな が ら こ こ に きて 、 ア フ リカ の MSM の 間で の HIV 流行 が 疫学的 に 徐 々 に 明 らか

に な る に つ れ て 、 ア フ リ カ の ホ モ フ ォ ビ ア が MSM 間の HIV／AIDS 予防や 治療 へ の ア ク セ

ス を 阻害 し て い る と い う こ とが分 か っ て き た
邑
％ と りわ け ア フ リ カ の MSM は 、 社会 の 根強

い ホ モ フ ォ ビ ア の た め に 、 女性 と結婚 し子供 もい る と い う ケ
ー

ス が多 い
。 同性愛 に 対す る

社 会的敵意 が 強 い た め に 、 MSM が HIV 感染予防 の 資源 ヘ ア ク セ ス す る こ と が極端に 制限

さ れ て お り 、
こ の 同性愛 に 対 す る激 し い ホ モ フ ォ ビ ア が 、 ア フ リ カ の MSM の HIV 感染 リ

ス ク 行動 を高 め て い る と も言わ れ て い る  歴 史的 に み て 、 ア フ リカ の 多 く の 国 々 で は、

同性愛行為 が植民地 か ら 「輸入」 さ れ て きた と考え られ て い る
um

。 そ の よ うな 西欧諸国 に

よ る過 去の 植民地支配 に対す る抵抗 もあ っ て 、 同性愛行為 が社会 の 中で 激 しく非難 さ れて

い る こ と も 、 根強 い ホ モ フ ォ ビ ア の 背景 の
一

つ と し て 考 え られ る か も し れ な い 。 ア フ リカ

の MSM の 人権擁護iとHIV ／AIDS の 健康問題 を考え て い く上 に お い て 、
こ の ホ モ フ ォ ビ ア

とど の よ う に 向き合 っ て い くの か は 、歴史的背景 な ど も考慮 する 必要 の あ る難 し い 課題で

あ る 。

IV．ス テ ィ グ マ を科学す る

　HIV ／AIDS の 研 究 に お い て は 、　 HIV 感染 に 対 し て 脆 弱 な 集 団 （vulnerable 　groups ）

MSM 、 女性 、 若 者 、 貧 困層 の 人 々 な ど 一
へ の ス テ ィ グ マ とHIV ／AIDS に 対 す る ス テ ィ

グ マ と い う二 重 の ス テ ィ グ マ が 、 HIV ／AIDS の 予防や 治療を 阻害 して い る と い う認 識が あ

り、 と りわ け近年、HIV ／AIDS を め ぐる ス テ ィ グ マ に 関連す る研究が 多 くな され る よ うに

な っ て きた
α

％ っ ま りMSM で HIV に 感染す る と い う こ とは、「同性愛者」 と 「HIV 陽性者」

と い う二 重の ス テ ィ グ マ を生 きな けれ ば な らな くな るの で あ る 。 HIV ／AIDS を め ぐる ス テ ィ

グ マ の 議論 で は 、 こ の 二 重 の ス テ ィ グ マ が 改善 され れ ば 、 MSM は 予防や 治療 の 資源 に ア

ク セ ス で きる よ う に な り、ひ い て は公衆衛生施策 に 貢献 し て い く と い う論理 の 中 で 考え ら

れ て い る 。
こ の ウ ィ

ー
ン で の 国際会議 に お い て 、再 び ス テ ィ グマ や人権 の 問題が ク ロ

ーズ

ア ッ プ され て き た背景 と して は 、 予防や治療薬へ の ア ク セ ス が 徐 々 に で はあ るが グ ロ ーバ

ル に 進 ん で き た と し て も 、 ス テ ィ グ マ や 人権 を め ぐる問題 が
一

向に 改善 し な い た め 、

HIV ／AIDS の 感 染拡大 に 歯止 め が か か らな い と い う公衆衛生 的関心 が あ る。 した が っ て 、

ス テ ィ グ マ や人権 の 問題 に 対 して も 「科学 的な 」切 り込 み を行 い
、 「科学的根拠 に 基 づ い

た」 対策 が必要 だ と認識 さ れ て い る
C「”

。

　例 え ば 現在 、社会や 文化 の 中 に 存在す る HIV ／AIDS をめ ぐる ス テ ィ グ マ を測定 し、そ の
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結果 を エ イ ズ 政策 へ と反 映させ よ う とす る 試み が 、HIV 陽性者 自身 に よ っ て 行わ れ て い る 。

The　People　Living　With 　HIV 　Stigma　Indexと い う取 り組み は
「tsl

、
　 GIPA （Greater　Involve−

ment 　 of　 People　 Living　 with 　 HIV ／AIDS ）
q
妨 原 則 に 則 っ て 、　 PLWHA （People　Living

With　 H工V ／AIDS ） 臼身 が PLWHA に 対 して 聞 き取 り調査 を行 い
、 そ の こ とを 通 し て 現 在

置か れて い る 自分 自身 の 状況 や 他者 と の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 状況 を理 解 し 、 互 い に エ ン

パ ワ
ー

メ ン ト し て い く こ と が 目指 され て い る 。
こ の 調査 は 現在 、 PLWHA を中心 と して 試

み られ 、 そ の 結果 の
一

部が 今回の 学 会で も報告 さ れ て い た
励1

。

　 ス テ ィ グ マ の 研究 に 関 して は、HIV 陽 性者 で な い 人 々 が HIV 陽性者に 対 して ど の よ うな

ス テ ィ グ マ 化 を行 う の か と い う側而 と、HIVI場性者 自身が ど の よ う に ス テ ィ グ マ を内面 化

して い る の か と い う 、 両方の 研 究 が必 要 とな る 。 本学会 に お い て も 、 HIV ／AIDS に 関す る

ス テ ィ グ マ を 量 的研究 と質的研 究の 両面 か ら理 解 し よ う とす る 研究 が 報 告 さ れ て い た 。

HIV 陽性者 口身 の ス テ ィ グ マ 化 の 内面 化 に 関す る質的調査 と して は 、 例 えば オ タ ワ や ト ロ

ン トな ど の カ ナ ダ 在 住 HIV 陽性者 の 女性 に 対す る イ ン タ ビ ュー調査 の 結果が 報告 さ れ て い

た
踟

。先 住民女性 、
ア フ リ カ 系 ・カ リ ブ系女性 、 ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ーの 女性 な ど が と りわ

け差別に さ らされ て お り、 十分 な治療資源 へ の ア ク セ ス が 拒 まれ て い る と い う。ま た ニ ュ
ー

ヨ ーク の 調査 で は 、50歳以 上 の MSM の 間 で の HIV 感染 が増 加 して お り、彼 らが ど の よ う

に HIV ／AIDS をめ ぐる ス テ ィ グ マ を コ ン ト ロ
ー

ル して い る の か、 っ ま り自分 が HIV に感 染

して い る こ とを 、 ど の よ う に 他者 に 隠 した り、 カ ミ ン グ ア ウ ト し た り し な が ら生 き て い る

の か が 報告 さ れ て い た
en

。 ま た HIV 陽性者で な い 人 々 の HIV 陽性者 に 対 す る ス テ ィ グ マ 化

の 研 究 と し て は 、 中国 ・ヒ海で 移民 の 土 木作業 に 従事 す る労働者
．
に 対 し て 行わ れ た 介入研

究 に お い て 、HIV ／AIDS や 陽性者 に 関す る情報 を提供 す る 前後 で 、
　 HIV ／AIDS に対 す る ス

テ ィ グ マ が軽減 さ れ た と い う報告が あ っ た 。

　 HIV 陽性者 の ス テ ィ グ マ の 内面化 な ど に 関 して は、個人が エ ン パ ワ
ー

メ ン トす る必要 性

が訴 え られ て い た 。 しか し、 陽性 者個人 へ の 介入 に は 限界が あ る と思わ れ る 。 なぜ な らば 、

ス テ ィ グ マ の 問題 は コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン の 問題 で あ り 、
ス テ ィ グ マ 化す る側の 意識 や行動

を改善 し な けれ ば、 こ の 問題 の 解決に は い た らな い か らで あ る 。 ま た 、 1場性者で はな い 人々

が HIV ／AIDS に 関す る 「正 し い 」 知 識を も っ たか らと い っ て 、 必 ず し もHIV ／AIDS と と も

に 生 き る人 々 の 「生 き辛 さ」 は軽減 さ れ る とは 限 らな い
。 した が っ て 、 「個入」 に対 す る

介入だ けで はな く、「社会構造」 へ の 介入 と い う面で ど の よ うな対 応が必要 で ある の か を、

今後 さ ら に 明 ら か に して い く必要 が あ る だ ろ う 。 「社会構造」 へ の 介入 とは、 こ の 疾患 に

対 して ど の よ うな先入見 や イ メ
ージ が 形成 され て きた の か の 歴 史へ の 介入で あ り、 そ の よ

うな イ メ ージ を形成 し差別 を実践 する人 々 へ の 介入 で あ る 。

V ．お わ り に

　 HIV ／AIDS研 究 に お け る ス テ ィ グ マ は 、
　 HIV ／AIDS を考 え る 上 で 最 も中心 的 テ ーマ の

一

っ で あ る 。 なぜ な らば 、 ス テ ィ グ マ は HIV ／AIDS 流行 を扇動 して い る 主要 な原因 の 一
っ で

あ るか ら で あ り 、 HIV ／AIDS の 研究 や活動 に 携 わ る人 々 は 、
こ の 古 くて 新 しい テ

ー
マ に 今

後 さ らに 果敢 に 取 り組 む必要 が あ る 。 ウ ィ
ー ン で 開催 され た 今回 の 国際会議 で は 、

こ の 点

が 改め て 確認 され る形 と な っ た
。

　で は 、 日本 で は ど うな の だ ろ うか。 日本 で は、HIV ／AIDS治療 の た め の イ ン フ ラ は 十分
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で は な い か も しれ な い が 、 そ れ で もある程度 まで は整 え られ て きた 。 近年 の エ イ ズ治療 に

関す る進歩 は、 目覚 し い も の が あ る 。 私が 10年前 に イ ン タ ビ ュ
ーを行 っ た あ るHIV 陽性者

の 人 は 、 1 日 3 回多量 の 薬剤 と水 を服用 し 、 副作用 もか な り強か っ た 。 しか し現在 イ ン タ

ビ ュ
ーを行 っ て い る人 は 、 1 日 1錠 の 薬を寝る前 に飲む だけ だ と言 う。 また治療 の 場面 に

お い て は 、 HIV に感染 した と して もそ の 「プ ラ イ バ シ ー」 は完全 に 守 られ る
。

エ イ ズ治療

の 拠 点病 院で も診療 時間 が事前予約制で あ る た め 、 誰か知 り合 い に病院 で 会 う こ ともな く

治療が で き る の だ と 、 私 の イ ン フ ォ
ー

マ ン ト は答え て い た 。 した が っ て 陽性者 の 人 は 、 医

者 以外 の 誰 に もカ ミ ン グ ア ウ トす る こ とな く生 き て い く こ と も可能 な の で あ る 。 しか し 、

誰 に も 自分の 感 染に っ い て 語 れな い と い うこ と は 、 陽性者 の 「孤立」 を さ らに強 め て しま

う こ と に な らな い だ ろ うか 。 こ の 「孤立 」 は 、 HIV ／AIDS 治療 をめ ぐる科学技術 の 急速 な

進歩 と歩み を と も に して い る 。 HIV ／AIDS をめ ぐる ス テ ィ グ マ の 研究 に お い て は
、

こ れ ら

陽性者の 「孤 立」 が ど の よ うな メ カ ニ ズ ム に よ っ て 生 じて い る の か も 、 今後検討する必要

が あ る
。

　HIV ／AIDS の ス テ ィ グ マ の 研究 は 、 研究 の た め の 研究で は あ ま り意味 が な い 。 そ の 研究

結果が 施策面へ と直接応用 され る こ とが、HIV ／AIDS と と も に 生 き る人々 に と っ て も、 ま

た公衆衛生施策 に携 わ る人 々 に と っ て も望 ま れ る こ と で あ る 。
で は 、 ど の よ う な ス テ ィ グ

マ の 研究が 今後望 まれ る の で あ ろ うか 。 まず は 、 H工V ／AIDS の 感染 の 高 い リス クに さ らさ

れ て い る人 々 の 日常 を 、 よ り丹念 に 聞 き取 り理 解 して い く必要が あ る。 彼 ら／彼女 らが ど

の よ うな 日常生活を強い られ 、 ど の よ うな問題 に 直面 し 、 そ こ に ど の よ うな困難が横た わ っ

て い る の か 。 まず は こ の 点 を 、 様 々 な 調 査 ・研究手法 に よ っ て 明 らか に して い く必要 が あ

る だ ろ う。 こ れ ら の 調査 は、疫学 や 臨床 医学、社会学や 文化人類学な ど の 学 際的共 同研究

に よ っ て 、 量的 ・質的研 究 の 両面 か ら明 らかに さ れる こ とで は じめ て 、 具体的な 対策を構

築 して い くこ と に っ な が る 。 HIV ／AIDS と と も に生 き る人々 の 表面的 な生の 理解 で は な く、

よ り深 い 経験を理 解す る こ と で 、有効 な対 策 へ と結 晶化 され て い く の で は な い だ ろ う か
。

日本 に おけ る HIV ／AIDS 研究 に お い て も 、
ス テ ィ グ マ に 関す る総合 的な 研究 が今後構築 さ

れ る必要が ある と 、 本会議に 参加 して 強 く感 じた 。

補　　注

（1） 今回 の 会議 の ホ
ーム ペ ージは、以下 を参照 。

1iXVIII

　 International　AIDS 　 Conference”

　 （http：〃 www ．aids2010 ．org ／、2010年 12月10日）．

  　Shingae　 A ．，　 Kaneko　 N ．，　 Shiono　 S．，　 Utsumi　 M ．，　 Ichikawa 　 S．，　 Community −based　 Rapid 　 HIV

　Testing　for　 MSM （Men 　 who 　have　 Sex　 with 　Men ） in　 Nagoya，　 Japan： Comparison　of　 MSM

　Attending　a 　MSM 　Targeted　 Health　Center　HIV 　Testing 　with 　Those 　Attending 　a 　Gay 　Festival，

　 Wednesday 　21　July．

（3） MSM （Men 　 who 　have　 Sex 　 with 　Men ） と は 、 1990年代 よ り疫学研究者に よ っ て 使用 さ れ る よ うに

　な っ た。HIWAIDS の 予防 に おい て 、男性同性間 の 性的接触 （と りわ け 、
コ ン ド

ーム を使用 しな い ア ナ

　ル ・セ ッ ク ス ）はHIV 感染 リス ク の 高 い 性行動 だ と認識 さ れ て い た た め 、 公衆衛生 は こ れ らの 行為 に 対

　 す るHIV 感 染 予 防 介 入 を 必 要 と した。 し か し、「ゲ イ 」 や 「同性愛者 」 だ と 自認 し て い る も の の み が 男

　性同性間 の 性行為 を行 っ て い る わ け で は な く、 自らを 「異性愛者」 と認識 して い る もの の 間 で も男性同

　性間の 性行為 は行われ て い た ため、「ゲ イ 」 や 「同性愛者」 と い うア イ デ ン テ ィ テ ィ に 基 づ く介入 で は
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　な く行動 に 基 づ い た 介入が 必要と され 、 そ の よ う な文脈 の 中か らMSM と い う用語 は使用 さ れ る よ う に

　な っ た 。 しか し近年 、 こ の 用語法 に 対す る批判 もあ る。例え ば、 以 下を参照 。 Young 　M ，　Meyer 　H ，

　2005，The　Trouble　 with
’「
MSMF 　and 　

F幽
WSW ”

： Erasure　 of 　the　Sexua1−minority 　Person 　in　Public

　Health 　Discourse，　 Anz 　J　Public　lleαlth，95（7）： 1144−49．

（4｝ Moody 　K ，（Moderator），　 Is　AIDS 　 Activism　 Dead ？，　 Monday ユ9　July，11：00−12：30．

（5） 樽井正 義，2008，「予防、治療、ケ ア 、支 援 へ の 普 遍 的 ア ク セ ス
ー

国際社会 の 目標 と 日 本の 役割 」

　「日本 エ イ ズ 学会誌 』 10（2）：88−98．

〔6） HAART と はHighly　 Active　 Anti−Retroviral　Therapyの 略で 、 陽性者の 体調 に 合 わ せ て 複数 の 抗

　HIV 薬を組 み 合 わ せ て 飲む 治療法 の こ と 。 日本で は そ の ま ま 「ハ ー
ト療法」 と呼 ば れ て い る。1996年 に

　カ ナ ダ ・バ ン クーバ で 開催 さ れ た 国際 エ イ ズ会議 で、HAART 療法 の 効果が 初 め て発表 され た 。

〔7） ACT 　UP の 活動 に つ い て は、例 え ば、　GQuld 　D ．B．，2eO9，　Moving　Politics： Enzotion　and 　ACT αP冶

　Fight　 against ！t∬）S，　University　of　Chicago　 Press，　Chicago，な ど を参照。

〔8） Crimp　D ．（eds 、），1988，　AII）S ： Cultural　Analysis／ Cultural　Activism，　MIT 　Press，　Ga皿 bridge．

（9｝ White　R ．C．，　Carr　R．，2005，　 Hemosexuality　 and 　HIV ／AIDS 　Stigma 　in　Jamaica ，　Culture，　Health

　α nd 　Sexuality　7（4）：　347−359．

  　Diaz　R ．，1998，　Latino　G αy　Men 　and 　HJVI σulture ，　Sexuαtityα nd 　Rish．　Routledget　London．

aO　 Sow　P，S．（Moderator），　 Men 　 Who 　 Have　Sex　 With　Men ； Homophobia　 and 　 HIV　 in　Africa，

　Wednesday　 21　 July，13：00−14：00．

  　Jacobi　J．（Moderator ），　Gender　PrQgramming 　and 　Practices： Practical　Approaches 　for　Integra−

　tion　 with 　HIV ／AIDS ，　 Sunday　 18　July，13：30−15：30．

（1鋤　Barker 　J．，　HIV 　Infection　among 　Men 　Having　Sex　 with 　Men 　in　Kampala ，　Uganda ，　Tuesday

　20Ju ！y 　16，16：30−18：00．

a4　 Sエnith 　A ．D．，　Tapsoba　P，　Peshu　N ，　Sanders　EJ，　Jaffe　HW ，2009，　Men 　Who 　Have　Sex　 with 　Men

　and 　HIV ／A 工DS 　in　 sub −Sahara 　Africa，　 Lancet　 374（9687）： 416−422．

a励　しか し、現在 の コ ン ゴ 共和 国 の 北西 部 に 存 在 して い た ア ザ ン テ 社会 で は 、 過 去 に お い て 王 、 王 子 、 兵

　士 は 、若 い 男性を恋人 と して もつ こ とが 認 め られ て い た と い う 。 例 え ば、E ，E ．　Evans −Pritchard，1970，

　Sexual　Inversion　 among 　the　Azande，　A　merican 　Anthropologist　72（6）： 1428−1434．などを参照。し

　た が っ て 、「同性愛」 が 西洋 に よ り輸入 さ れ た の で は な く 、 む し ろ 「同性愛」 を禁止 す る法 が輸入 さ れ

　た の だ と い う議論 もあ る。

  　Mahajan　A ．，　Sayles　J．，　Patel　V ．，　Rernien　R ．，　Sawires　S．，　Ortiz　D ．，　Szekeres　G．，　and 　Coates　T．，

　2008，Stigma 　in　the 　HIV ／AIDS 　Epidemic： AReview 　of　the　Literature　and 　RecQmmenda もions　for

　the　Way 　Forward．　 AIDS ，22（suppl 　2）： S67−S79．

qの　今回 の 会議 で と りわ け強調 され て い た の は 、 「証 拠 に 基 づ い た科学 （evidenced −based　 science ）」 の 重

　要性で あ る 。 今回の 会議 で 採択 さ れ た 、 「ウ ィ
ー

ン 宣言」 を参照 。

　
”The　Vienna 　Declaration”（htむp：〃 www ．viennadeclaration ．com 人 2D10年12月10日）．

  　
”The　People　Living　With　HIV 　Stigma　Index： User　Guide”’

　 （http：／／www ．stigmaindex ．org ／、2010年 12月10日）．

ag） GIPA は、1994年 12月 に 開催 さ れ た パ リ ・ エ イ ズ サ ミ ッ ト に お い て 採択 さ れ た もの で 、予 防、治 療、

　ケ ア 、 支援な ど の 様 々 な HIV／AIDS 施策 に お い て 、
　 HIV 陽性者 を 積極的に 参加 さ せ る こ と を 目的 と して

　 い る。
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ceot Azda  Y., Cruickshank I. (Co-Chairs), Framing Positive Pereeptions and  Practice: Analysing

  and  Addressing Stigma, Wednesday 21 July, 11:OO-12:30.                                                      '

ceO Logie C., The Intersection of Race, Gender, Sexual  Orientation and  HIV:  Understanding

  Multi-dimensienal Forms  of  Stigma and  Discrimination Experienced by Women  Living with

  HIV  in Ontario, Canada, Wednesday  21 July, 11;OO-12:30,

ceZ Haile C, Stigman and  Survival in Older Adult Sexual Minority  Men  Living  with  HIV/AIDS

  in New  York  City, Wednesday  21 July, 11:OO-12:30,

zasceets

  This  is a  short  report  on  the  XVIII International AIDS  Conference held in Vienna, Austria, in

July 2010. Titled ''Rights

 Here, Right Nowi', the main  theme of the conference  was  human  rights

and  stigma  on  HIV/AIDS,  and  rnany  researchers,  activists, and  policy makers  discussed those

topics  multidisciplinary.  Stigma  related  to HIVfAIDS  has been broadly recognized  as  a  disincen-

tive of the efforts  to prevent and  treat HIV/AIDS,  and  as  such  it is worth  to include it in the

public  health perspectives.  This report,  in partieular,  is coneerned  with  how  vulnerable  people

living with  HIV/AIDS  around  the world  have faeed stigma,  and  reviews  studies  of  stigma  on

HIV/AIDS  as  well.
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