
教
育
委
員
会
と

協
力
し
て
実
施

　
J
I
C
A
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
海
外
協
力
隊
の
派
遣
な
ど

を
通
し
て
国
際
協
力
を
行
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
得
た
経
験
や
知
見
を
日
本
社
会

に
還
元
し
て
、
世
界
の
課
題
を
〝
自
分

ご
と
〞
と
し
て
考
え
る
機
会
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
教
育
現
場
や
社
会
で
の
開

発
教
育
推
進
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
の

が
開
発
教
育
支
援
事
業
だ
。

　
そ
の
事
業
の
ひ
と
つ
が
教
員
向
け
研

修
で
、
各
自
治
体
の
教
育
委
員
会
か
ら

の
要
請
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
も

多
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
や
多

文
化
共
生
が
叫
ば
れ
る
今
、
教
育
現
場

で
も
教
員
の
国
際
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
、
J
I
C
A
へ
の
協
力
が

要
請
さ
れ
て
い
る
。
各
地
の
教
育
委
員

会
と
相
談
し
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ

な
が
ら
、
異
文
化
理
解
や
海
外
キ
ャ
リ

ア
、
世
界
規
模
あ
る
い
は
地
域
規
模
で

と
ら
え
た
持
続
可
能
な
開
発
目
標

（
S
D
G
s
）
な
ど
を
テ
ー
マ
に
講
座
を

実
施
し
て
い
る
。

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の

経
験
を
語
る

　
10
月
に
実
施
さ
れ
た
千
葉
県
の
小
学

校
初
任
者
研
修
で
も
1
時
間
の
講
座
を

J
I
C
A
が
担
当
し
た
。
2
0
1
9
年

4
月
に
千
葉
県
の
小
学
校
教
員
に
な
っ

た
ば
か
り
の
約
5
0
0
人
が
参
加
し
、

ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」
と
安
達
さ

ん
は
語
る
。

相
手
の
立
場
に

寄
り
添
う
こ
と
が
大
切

　
講
座
の
最
後
は
数
人
で
グ
ル
ー
プ
に

な
り
、
教
員
と
し
て
外
国
籍
の
児
童
に

で
き
る
こ
と
を
考
え
て
も
ら
っ
た
。「
ひ

と
り
で
孤
独
を
抱
え
て
い
る
だ
ろ
う
か

ら
、
積
極
的
に
声
を
か
け
る
」「
言
葉
が

な
く
て
も
身
ぶ
り
手
ぶ
り
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
り
、
ス
ポ
ー
ツ

を
一
緒
に
楽
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
で

き
る
」「
言
葉
が
わ
か
ら
な
く
て
も
理
解

で
き
る
よ
う
写
真
や
図
を
使
う
」「
児
童

の
ル
ー
ツ
と
な
る
国
の
こ
と
を
み
ん
な

で
学
ぶ
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が

出
た
。

「
児
童
だ
け
で
な
く
、
日
本
語
が
わ
か

ら
な
い
保
護
者
へ
の
ケ
ア
も
必
要
と
の

具
体
的
な
意
見
に
、
教
室
の
国
際
化
を

身
近
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
先

生
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
現
状
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」
と
安
達
さ
ん
。
最

後
に
参
加
者
が
「
こ
う
し
た
講
座
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
時
代
に
は
必
要

な
こ
と
。
他
者
と
の
違
い
を
認
め
な
が

ら
も
お
た
が
い
に
尊
重
し
合
え
る
、
そ

ん
な
教
室
運
営
を
心
が
け
て
い
き
た
い
」

と
述
べ
た
。

　
国
際
化
の
波
が
訪
れ
て
い
る
教
育
現
場

で
、
国
際
理
解
教
育
や
開
発
教
育
は
ま

す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
現

場
を
後
押
し
で
き
る
よ
う
、
J
I
C
A

は
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
。

J
I
C
A
千
葉
デ
ス
ク
の
安
達
夏
美
さ

ん
が
講
師
と
し
て
壇
上
に
立
っ
た
。

　
テ
ー
マ
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に

対
応
し
た
教
育
」。
千
葉
県
で
は
年
々
在

住
外
国
人
が
増
え
、
教
室
に
も
外
国
籍

の
児
童
が
確
実
に
増
え
て
い
る
現
状
を

紹
介
。
日
本
語
が
ま
だ
よ
く
理
解
で
き

な
か
っ
た
り
、
日
本
の
習
慣
に
な
じ
ん

で
い
な
い
児
童
が
い
る
教
室
で
、
教
員

と
し
て
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

教
室
運
営
で
な
に
に
配
慮
す
べ
き
な
の

か
を
参
加
者
に
考
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、

国
際
理
解
教
育
の
必
要
性
を
伝
え
る
講

座
と
な
っ
た
。

　
安
達
さ
ん
は
青
年
海
外
協
力
隊
の
テ

ニ
ス
隊
員
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
で
活
動
し

た
経
験
を
持
つ
。
赴
任
当
初
は
、
た
と

え
ば
遅
刻
し
な
い
、
練
習
中
は
先
生
の

話
を
聞
く
、
児
童
一
人
ひ
と
り
の
能
力

に
合
っ
た
指
導
を
行
う
な
ど
と
い
っ
た

日
本
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
が
通
用
せ

ず
、
疎
外
感
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
現
地
の
人
た
ち
と
と
も
に
過

ご
す
時
間
が
増
え
、
彼
ら
の
生
活
習
慣

や
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
は

じ
め
る
と
、
気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
き

た
と
い
う
。

「
モ
ン
ゴ
ル
で
自
分
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
今
、
日
本
に

い
る
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
が
感
じ
て

い
る
こ
と
に
通
じ
る
は
ず
。
私
が
現
地

に
溶
け
込
め
た
経
緯
や
周
囲
の
人
た
ち

の
サ
ポ
ー
ト
を
伝
え
る
こ
と
で
、
言
葉

や
習
慣
に
な
じ
め
ず
に
悩
ん
で
い
る
子

ど
も
た
ち
の
サ
ポ
ー
ト
に
役
立
て
て
も グループワークのテーマは「教師という立場で、外国籍の児童にできる

こととは？」。最後に全体で発表。

「異なる文化を理解しよ
うとする気持ちが大切」
と語る安達さんの話を
熱心に聞く参加者たち。

教員研修に生かす
JICAの知見

小学校初任者研修 in 千葉県
年間を通して全国各地で、小・中・高校の教員に向けた研修が多数行われている。

JICAは学校現場への国際協力出前講座だけでなく、
各地の教育委員会と連携して教員研修での講座も行っている。

世界につながる教室⑦

八千代市立みどりが丘小学校  教諭
菰田泰成（こもだ・やすなり）さん

JICA千葉デスク
安達夏美（あだち・なつみ）さん

八千代市立萱
かや

田
だ

小学校  教諭
湯川真由子（ゆかわ・まゆこ）さん

　中学生のときに留学し、文化の違いをおもしろいと感
じましたが、今日の講義から、その違いに悩むこともあ
ると知りました。学校では言葉や知識を教えることが優
先されがちですが、言葉以外でのコミュニケーショ
ンの方法なども活用して、外国籍の子どもたちが
学びやすい環境をつくることも必要ですね。また
JICAには途上国の国際協力現場を訪問する教
師海外研修というプログラムがあることを知り、
ぜひ参加して自分の視野を広げ、授業にも
つなげたいと思いました。

　私のクラスにも外国籍の保護者を持つ児童がいま
す。日本語に不自由さを覚える時もあるようですが、クラ
スの児童たちと一緒に、学習したりスポーツを楽しんだり
して過ごしています。今日の講義を聞いて、教師としてそ
ういう子どもたちを見守りながらも、できるだけ関わりを多
くして、その子が得意な分野を見つけて自信を持てるよ
うにしていきたいです。

講座の最初は千葉県で外国籍の児童が増えている現状を紹介した。

研修には大勢が参加。

参加者の声

外国籍の
児童が
増えている

担当者の声

JICA国内拠点は
こちら！

　私のモンゴルの経験と、参加したみなさんがふだん
教育現場の国際化に関して感じていることが、うまくリン
クするのか少し不安もありましたが、マイノリティとして
過ごした私の姿と、教室での外国籍の子どもの姿を重
ねてもらえたようでほっとしました。途上国の現状を知る
ことは、異文化や世界の課題への気づきがあるだけで
なく、自身や日本を見直
す機会にもなり、授業や
教育活動に役立てるこ
とができます。全国各地
に私が所属するような
JICAデスクや、国内拠
点があるのでなんでも
ご相談ください。

JICAデスクは
こちら！

モンゴルでの安達さん。
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