
現職の先生と
お話ができて
よかった

多文化共生を
どう進めていけばいいのか、
これからも考えたい

言語以外の方法で
伝わることが多い

一人ひとりが
考えないと
いけないこと

外国人の視点に
立つことも大事

外国人とともにあることを
子どもたちに

伝えるのは大変だ

2019年度の国際理解教育セミナー
では、北海道開発教育ネットワーク
（D-net）から講師を招いてSDGsを
教える授業を紹介した。

2019年度セミナーの入門編でのグループワークの様子。
一つの課題の解決策をみんなで考えた。

　
国
際
協
力
の
長
い
経
験
が
あ
る

J
I
C
A
は
、
日
本
の
教
育
に
お
い
て

も
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
国
際
協

力
で
得
た
知
見
を
伝
え
、
世
界
の
現
状

を
と
も
に
感
じ
、
考
え
て
い
こ
う
と
国

際
理
解
教
育
／
開
発
教
育
支
援
事
業
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
国
際
理
解

教
育
セ
ミ
ナ
ー
だ
。
国
内
に
あ
る
15
の

拠
点
が
そ
れ
ぞ
れ
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用

意
。
具
体
的
な
実
践
方
法
を
体
験
し
な

が
ら
、
国
際
理
解
教
育
の
必
要
性
や
重

要
性
を
感
じ
、
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
拠
点
で

は
対
面
の
研
修
が
実
施
で
き
ず
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
っ
た
。
今
回
は

J
I
C
A
北
海
道
で
の
国
際
理
解
教
育

セ
ミ
ナ
ー
の
様
子
を
紹
介
す
る
。

道
内
外
か
ら
多
数
が
参
加

　
10
月
18
日
の
日
曜
日
、
Z
o
o
m
を

活
用
し
た
国
際
理
解
教
育
オ
ン
ラ
イ
ン

セ
ミ
ナ
ー
に
、
北
海
道
内
を
中
心
に
、

東
京
や
大
阪
も
含
め
た
40
人
ほ
ど
が
参

加
し
た
。
参
加
者
は
、
教
員
を
は
じ
め
、

元
J
I
C
A
海
外
協
力
隊
員
、
N
P
O

職
員
、
大
学
生
や
高
校
生
な
ど
、
そ
の

職
業
や
所
属
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。

　
人
や
モ
ノ
が
世
界
中
を
巡
り
、
日
本

と
世
界
の
結
び
つ
き
は
確
実
に
強
く

な
っ
て
い
る
。
世
界
中
か
ら
来
日
し
た

観
光
客
や
労
働
者
、
ま
た
外
国
に
ル
ー

ツ
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
の
教
育
現
場
で

の
増
加
は
そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
だ
。
北

JICAの国際理解教育セミナー
今の子どもたちには、世界に向けた広い視野を持つことが求められる。
子どもたちをサポートするために、どんな授業をすればよいだろうか。
JICAでは、教員などに向けた国際理解教育セミナーを行っている。

世界につながる教室⑬

世界に目を向ける手法を知る

海
道
内
の
学
校
も
同
様
で
、
彼
ら
の
教

育
サ
ポ
ー
ト
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
多
文

化
共
生
」
と
な
っ
た
。

　
講
師
を
務
め
た
の
は
、
か
な
が
わ
開

発
教
育
セ
ン
タ
ー
の
木
下
理よ

し

仁ひ
と

さ
ん
。

北
海
道
で
の
外
国
人
の
増
加
の
現
状
が

解
説
さ
れ
た
後
、
参
加
者
は
実
習
に
取

り
組
ん
だ
。
外
国
人
に
関
す
る
北
海
道

の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
を
視
聴
し
、
社
会
の

ル
ー
ル
を
守
っ
て
も
ら
う
た
め
に
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
、
ま
た
外
国
人
と
と
も

に
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
自
ら
が
心
が

け
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
少
人
数
に

分
か
れ
て
議
論
し
た
。「
ど
ち
ら
も
正
解

が
な
い
課
題
で
す
。
大
事
な
の
は
結
論

を
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
課
題
に
つ
い

て
自
ら
考
え
、
お
た
が
い
に
意
見
交
換

し
な
が
ら
解
決
方
法
を
探
る
こ
と
で
す
」

と
木
下
さ
ん
は
話
す
。
短
い
時
間
の
話

し
合
い
だ
っ
た
が
、
参
加
者
は
多
文
化

共
生
を
実
現
す
る
た
め
に
、
実
生
活
で

ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
よ
い
の
か
に

つ
い
て
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用

　
国
際
理
解
教
育
セ
ミ
ナ
ー
は
、
こ
れ

ま
で
「
開
発
教
育
／
国
際
理
解
教
育
指

導
者
研
修
」
と
い
う
名
称
で
、
一
年
を

通
し
て
入
門
編
、
実
践
編
、
共
有
編
と

段
階
を
ふ
ん
で
行
っ
て
き
た
。「
当
初
は

教
員
を
対
象
に
、
開
発
教
育
に
詳
し
い

N
P
O
の
協
力
を
得
て
進
め
て
き
ま
し

た
。
数
年
前
か
ら
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
開

発
教
育
の
教
材
を
持
つ
北
海
道
開
発
教

育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
D-

n
e
t
）
と
連

携
し
て
い
ま
す
」
と
、
J
I
C
A
北
海

道
の
野の

の々

垣が
き

真ま
さ

実み

さ
ん
は
説
明
す
る
。

　
研
修
で
は
、
開
発
教
育
の
意
義
や
議

論
を
う
ま
く
進
め
て
い
く
方
法
、
国
際

理
解
に
つ
な
が
る
体
験
学
習
の
取
り
入

れ
方
な
ど
を
学
び
、
授
業
の
指
導
案
の

作
成
、
実
践
ま
で
を
行
っ
て
き
た
。「
国

際
理
解
教
育
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
世

界
の
仕
組
み
や
現
状
を
学
び
や
す
い
よ

う
に
い
ろ
い
ろ
な
参
加
型
教
材
が
開
発

さ
れ
て
い
ま
す
。
研
修
で
は
参
加
者
が

そ
う
し
た
教
材
を
実
際
に
使
っ
て
み
る

こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
内
容
を

ジ
ブ
ン
ゴ
ト
（
共
感
的
理
解
）
と
し
て

感
じ
ら
れ
る
か
、
授
業
で
使
い
や
す
い

か
、
な
ど
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
心
が

け
て
い
ま
す
」。

　
近
年
は
、「
国
際
理
解
教
育
セ
ミ
ナ
ー
」

と
し
て
教
員
に
限
ら
ず
広
く
参
加
者
を

募
集
し
て
い
る
。「
こ
れ
ま
で
は
札
幌
近

辺
の
参
加
者
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
は
幅
広

い
地
域
か
ら
、
ま
た
多
様
な
方
々
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
」
と
野
々
垣

さ
ん
。
12
月
に
は
「
S
D
G
s
入
門
編
」

の
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
配
信
を
、
2
0
2
1

年
2
月
に
は
「
S
D
G
s
実
践
編
」
の

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
予
定
し
て
い

る
。「
配
信
と
対
面
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
さ

が
あ
り
ま
す
。
今
後
も
両
方
の
メ
リ
ッ

ト
を
生
か
し
て
、
よ
り
効
果
的
な
国
際

理
解
教
育
が
実
践
で
き
る
人
材
育
成
の

一
助
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
」。

プラスチックごみの削減方法を考えた

二つのワークショップ

JICA
北海道

外国人のマナー違反、
どんな看板があれば効果的？

1
　地域の人々が丹精こめて作った花壇に、外
国人が写真を撮るために入り込んで花を踏みつ
けているというニュースを見て、撮影スポットにど
んな看板があれば効果が上がるのかを考えた。
　伝えたいこと（入らないでほしい、せっかく育
てた花がかわいそう、作物が病気になるなど）と
伝える方法（文章、絵、記号など）をどのように
看板に盛り込むかを少人数で議論した。

「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

」の社会
し ゃ か い

をつくる９つ
こ こ の つ

の方法
ほ う ほ う

 
 

 日本
に ほ ん

で暮
く

らす外国人
がいこくじん

の数
かず

は、現在
げんざい

、約
やく

300万人
まんにん

。日本
日 本

の人口
じんこう

の 42人
にん

に１人
ひ と り

が外国人
がいこくじん

です。そのような

状況
じょうきょう

の中
なか

で今
いま

、国籍
こくせき

や文化
ぶ ん か

の違
ちが

いを超
こ

えて「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

」の社会
しゃかい

を実現
じつげん

することが求
もと

められています。

しかし、言葉
こ と ば

や文化
ぶ ん か

、価値観
か ち か ん

などの違
ちが

いからくる問題
もんだい

は、簡単
かんたん

にはなくなりません。私
わたし

たちは、どのよ

うにして問題
もんだい

を解決
かいけつ

していけばよいのでしょうか。  以下
い か

に、「多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

」の社会
しゃかい

づくりのための取
と

り組
く

みとして、９つ
ここのつ

の方法
ほうほう

が記
しる

されています。 

 これらの取
と

り組
く

みの順位
じゅんい

づけをしてみましょう。いちばん必要
ひつよう

なこと、最初
さいしょ

にすべきことを最上段
さいじょうだん

の

○の中
なか

に記入
きにゅう

し、次
つぎ

にすべきことを２段目
だ ん め

に、そして、最
もっと

も遅
おそ

くてよいこと（あるいは最
もっと

もすべきでな

いこと）が、いちばん下
した

の○の中
なか

にくるように、Ａ～Ｉの記号
き ご う

で書
か

き入
い

れてください。 

 個人
こ じ ん

で記入
きにゅう

した後
あと

で、グループで意見
い け ん

交換
こうかん

して結論
けつろん

を出
だ

してみましょう。 
 

Ａ いろいろな国
く に

のことばで対応
た い お う

できる「相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

」をつくる。 
Ｂ ことばや生活

せ い か つ

習慣
しゅうかん

の違
ち が

いで困
こ ま

っている人
ひ と

を助
た す

けるボランティア活動
か つ ど う

をする。 

Ｃ 国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

のイベントを開催
か い さ い

する。 Ｄ テレビ、ラジオ、インターネットなどを利用
り よ う

し、いろいろな国
く に

のことばで情報
じょうほう

を流
な が

す。 

Ｅ 学校
が っ こ う

や地域
ち い き

で「国際
こ く さ い

理解
り か い

教育
きょういく

」に力
ちから

を入
い

れる。 Ｆ 身近
み ぢ か

なところにいる国籍
こ く せ き

や文化
ぶ ん か

の違
ち が

う人
ひ と

と友達
と も だ ち

になる。 
Ｇ 外国人

が い こ く じ ん

に対
た い

して差別的
さ べ つ て き

な行
おこな

いをした人
ひ と

を罰
ば っ

する。 
Ｈ 外国人

が い こ く じ ん

の参政権
さ ん せ い け ん

を認
み と

める。 
Ｉ 自分

じ ぶ ん

の文化
ぶ ん か

に誇
ほ こ

りを持
も

ち、自分
じ ぶ ん

らしく、のびのびと生
い

きる。 

 

 

 

○ 
○○ ○○○ ○○ 
○ 
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○○ ○○○ ○○ 
○ 

オンライン

「多文化共生」の
社会をつくる9つの方法

2
　多文化共生の社会づくりのための取
り組みを挙げて（右のシート参照）、最
初にすべきこと、遅くてもよいことを、グ
ループで意見交換をして結論を出す。
参加者の性別や年齢、職業や国に
よってもその結果は大きく変わってく
る。正解を出すのではなく、話し合う
なかで多文化共生の社会づくりにつ
いて考えを深めることが目的だ。

国際理解教育セミナー

この課題は
むずかしいな

周囲でも
外国人が増えている。
多文化共生の必要性を
感じていました
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