
　D
ifference is Beautiful

│
違

い
が
美
し
い
。
こ
れ
は
J
I
C
A
横

浜
が
2
0
1
9
年
8
月
に
実
施
し
た

ブ
ラ
ジ
ル
で
の
教
師
海
外
研
修
の
な
か

で
、
視
察
先
の
高
校
の
あ
る
生
徒
か
ら

発
せ
ら
れ
た
言
葉
だ
。

　
研
修
に
参
加
し
、
こ
の
生
徒
か
ら
話

を
聞
い
た
横
浜
市
立
三み

保ほ

小
学
校
教
員

の
名
原
道
子
さ
ん
は
ふ
り
返
る
。「
視

察
し
た
の
は
、
保
育
園
か
ら
高
校
ま
で

の
私
立
一
貫
校
で
し
た
。
ア
ジ
ア
系
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー

ツ
の
生
徒
が
い
る
学
校
だ
っ
た
の
で
、

た
が
い
に
〝
違
い
〞
を
受
け
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
?

　

と
聞
い
た
と
き
に
そ
う
答
え
が
返
っ
て

き
た
の
で
す
」。

　
J
I
C
A
横
浜
で
は
04
年
か
ら
毎

年
、
教
師
海
外
研
修
を
実
施
し
て
い
る

（
20
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
国
内
研
修
で
代
替
）。
教
員
ら
に

途
上
国
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
や

J
I
C
A
が
行
う
国
際
協
力
の
現
場

な
ど
を
見
て
も
ら
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
学
校
で
の
国
際
理
解
教
育
や
開
発

教
育
に
生
か
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
の

が
目
的
だ
。

　
19
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
行
っ
た
研
修
の

テ
ー
マ
は
「
多
文
化
共
生
と
移
民
」
で
、

神
奈
川
県
と
山
梨
県
の
小
・
中
学
校
と

高
校
の
教
員
7
人
が
参
加
し
た
。
近
年

は
日
本
で
暮
ら
す
外
国
人
が
増
え
、
学

校
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ツ
を
持
つ
子

ど
も
が
就
学
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

参
加
し
た
教
員
ら
は
、〝
移
民
の
国
〞

と
も
い
わ
れ
る
ブ
ラ
ジ
ル
で
、
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
多
文
化
共
生
を
実
現
で
き

る
か
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
。

　
た
だ
、
視
察
先
の
学
校
で
「
多
文
化

共
生
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」

と
質
問
を
し
て
も
、「
多
文
化
共
生
と

い
う
こ
と
を
、
と
り
た
て
て
意
識
は
し

て
い
な
い
」
と
返
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
違
い
が
あ
る
こ
と
、
多
様
な

文
化
が
共
生
し
て
い
る
こ
と
が
当
た
り

前
の
社
会
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
参
加

し
た
教
員
は
感
じ
た
。

自
分
の
こ
と
を
受
け
入
れ
、

相
手
の
こ
と
も
受
け
入
れ
る

　
海
外
研
修
の
後
に
は
、
国
内
事
後
研

修
と
し
て
授
業
で
使
え
る
教
材
作
り
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
る
。
参
加
者
た

ち
は
日
本
の
学
校
や
地
域
に
「
違
い
が

あ
っ
て
当
た
り
前
」「
違
い
が
美
し
い
」

と
思
え
る
よ
う
な
子
ど
も
や
大
人
が
増

え
る
よ
う
に
と
、
2
種
類
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
教
材
を
作
っ
た
。
そ
の
内
容

と
ね
ら
い
を
名
原
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

 「『
M
Y
ス
ト
ー
リ
ー
』
と『
自
分
オ
ー

プ
ン
』
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
参

加
者
で
つ
く
り
ま
し
た
。『
M
Y
ス

ト
ー
リ
ー
』
は
①
人
物
の
顔
写
真
カ
ー

ド
、
②
人
物
の
名
前
と
国
籍
、
ど
こ
で

生
ま
れ
育
っ
た
か
を
書
い
た
カ
ー
ド
、

③
人
物
の
言
語
と
そ
の
人
が
し
て
い
る

ス
ポ
ー
ツ
、
職
業
を
書
い
た
カ
ー
ド
、

④
そ
の
人
物
の
人
生
ス
ト
ー
リ
ー
を
書

い
た
カ
ー
ド
を
用
意
し
て
行
い
ま
す
。

ま
ず
①
②
③
の
カ
ー
ド
だ
け
で
正
し
い

組
み
合
わ
せ
を
考
え
ま
す
。
そ
の
後
、

④
の
人
生
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
合
い
、

そ
の
人
物
を
じ
っ
く
り
知
っ
て
も
ら
い

ま
す
」

　
M
Y
ス
ト
ー
リ
ー
の
ね
ら
い
は
「
人

を
見
た
目
や
先
入
観
な
ど
で
判
断
し
が

ち
で
あ
る
」、
そ
し
て
「
見
た
目
だ
け

で
は
、
ど
ん
な
背
景
や
価
値
観
を
持
っ

て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
2
点

に
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
だ
。
名
原
さ

ん
は
「
大
人
に
な
っ
て
社
会
に
出
れ
ば
、

外
国
の
人
も
含
め
て
日
々
い
ろ
い
ろ
な

人
と
出
会
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
見
た

目
だ
け
で
決
め
つ
け
ず
、
そ
の
人
の
内

面
に
関
心
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
て
も

ら
い
た
い
」
と
話
す
。

「
自
分
オ
ー
プ
ン
」
は
、
自
分
の
好
き

な
も
の
や
自
分
の
夢
、
人
生
で
大
切
に

し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
で
一
番
う

れ
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
自
分
カ
ー
ド

に
書
き
、
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
な
に
オ
ー

プ
ン
に
話
し
て
い
く
と
い
う
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
だ
。
グ
ル
ー
プ
内
で
聞
く
側

に
な
る
と
き
は
否
定
的
な
こ
と
を
言

わ
ず
、「
い
い
ね
!
」「
わ
か
る
、共
感
!
」

「
す
ご
い
!
」
な
ど
と
言
い
合
い
な
が
ら
、

「
い
い
ね
!
」
シ
ー
ル
な
ど
を
相
手
の

カ
ー
ド
に
貼
っ
て
い
く
。

「
今
の
世
の
中
は
表
面
的
な
会
話
だ
け

で
、
自
分
の
こ
と
を
オ
ー
プ
ン
に
話
す

機
会
が
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
自
分
の
こ
と
を
話
し
、

相
手
に
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
て
自
己
肯

定
感
を
高
め
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。

ま
た
、
受
容
し
た
り
、
共
感
し
な
が
ら

相
手
の
話
を
聞
く
練
習
に
も
な
り
ま
す
。

自
分
の
こ
と
を
オ
ー
プ
ン
に
話
し
、
相

手
の
内
面
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
は
『
楽
し
か
っ
た
』
と
い

う
反
応
が
返
っ
て
き
ま
す
」

　
ま
ず
は
自
分
を
理
解
し
て
肯
定
す
る

こ
と
か
ら
、
相
手
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
始
ま
る
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
資

料
（
参
加
型
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
教
材
）

は
J
I
C
A
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で

公
開
し
て
お
り
、
自
由
に
使
う
こ
と
が

で
き
る
。

横浜市立三保小学校教員の名原道子さんが、担任
するクラスで実践した「MYストーリー」と「自分オープ
ン」のワークショップ。児童はたがいに深く知ることの
楽しさを感じたようだ。

2020年の教師国内研修の一場面。「多文化共生―困
難を豊かさに変えるプロセス」がテーマだ。

ブラジルでの教師海外研修。学校視察、日系社会との交流、JICAの協力事業の現場視察などを行った。右端は研修参加者と現地の日系人とのラジオ体操後の一枚。

ワークショップを活用し、
多文化共生を実現させるための段階例

出典 ： p.10下図と上図は「2019年度JICA横浜 教師海外研修参加者作成・参加型アクティビティ教材」より。

「違いがあって当たり前」
「Difference is Beautiful」
と思える人が増える。

⃝他文化を受け入れる
「安心できる環境」が
大切だと気づく。

⃝自分を少しオープンにし
て自己肯定感を高める

⃝身近な他者に興味や
関心を持ち、知りたい
と思う。

⃝人を外見だけで判断して
しまうことがあることに気
づく。

⃝人はみんな外見だけでは
わからないものを持って
いることに気づく。

その先のゴール
ワークショップ
「自分オープン」

ワークショップ
「MYストーリー」

この教材の
PDFデータは
こちらから !

「MYストーリー」と「自分オープン」ワークショップを考案した背景
―学校や地域で陥りやすい負の連鎖の一例

自分（たち）と違うも
のは受け入れられ
ない。攻撃の対象
にすることすらある。

受け入れてもら
えないと思うから
自分の「違い」
は隠す。その場
に合わせて「自
分」をつくる。

「自分オープン」
で対応

他者を受け入れる環境
の大切さに気づき、自
分もオープンにして自己
肯定感を高めよう !

同じ者同士で
集まれば安心
と、グループが
固定しがち。

「MYストーリー」
で対応

外見で人を判断していた自分
に気づき、他者や異文化に
もっと興味、関心を持とう !

外見だけで
判断（偏見）

違いを
恐れる、
違いを

受け入れない

不安
（自己肯定感
が低い）

本来の自分を
出せない

他者には
無関心 カテゴライズ

同じ者で
集まる

自分の思い込みで
「○○な人」と決め
つけてしまいがち。

本当は違いがあ
るのに「○○系」
「○○グループ」
とひとまとめにして
しまう。自分自身に
もレッテルを貼る。

他人と違う自分を嫌だ
と思う。「普通」になり
たい。自分の考えや思
いに自信が持てない。

限られた範囲で無
難に生活できればい
い。他の人たちとはあ
まり関わりたくないし、
興味や関心もない。

Yo
ko

hama city, Kanagawa pref.

神奈川県 横浜市

　横浜市の在留外国人は約10万人で、国籍
別の人口数の上位は中国、韓国、ベトナム、
フィリピン。かつて日本人が移民として海外へ
渡った時代には、横浜港が出航の港となった。

人口 ：約376万人
（2020年9月1日現在、横浜市統計）

横浜市

違いが美しいと
言える社会へ

JICA横浜が実施したブラジルへの教師海外研修。ブラジルには、違いを認める
多様な文化の共生が当たり前の社会があった。研修で気づきを得て、

参加教員たちが作成したワークショップ教材を紹介する。

学びの現場
未来の社会を創る
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