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グローバル・スタディーズ研究科 
西川 由紀子 

愛・知・みらいフォーラム 
夏休み国際理解教育特別講座 

 

今、地球社会が抱える問題を考える 
－地球市民をめざして― 

どのような平和を達成したい？ 

平和 = 
 

A） 互いに殺したり暴力をふるったりしない 
   状況 
 

B） 国やコミュニティが経済的、政治的、文
化的に発展して、個人は、それぞれ自
己実現ができ、精神的にも充実している
状況   

平和：三つのタイプ 

1. 「パックス」（‘Pax’）＝ 
  戦争や暴力がない状況 
 

3. 「シャローム」（‘Shalom’）＝    
  社会的にも精神的にも満たされた 
  安らかな状態＝全てのレベルにお 
  ける平和 

2.  The tranquility of good order ＝  
   秩序ある平穏・静けさ 
   ＝正義ある平和 

１．今の世界はどうなっている？ 
  

２．先人が築いたルール 
 
３. これからの課題 
       

 
1. 今の世界はどうなっている？ 

出典：Humanitarian Action for Children 2022, UNICEF 
（赤：人道危機等のために資金支援を要請している国） 
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出典：読売新聞オンライン 2022/03/19  

NATO 
米
国 

ロシア 

中国 

対立 
冷戦 

協調・連携 

対抗～対立 
新冷戦？ 

   EU 

• 民主主義 対 権威主義？ 
• 米中戦争 
• 修正主義国 対 国際秩序を維持したい国 
• 文明の衝突 

東京新聞2022年4月9日 
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1517  The complaint of peace (Qerela Pacis)  
 

1623   Emeric Cruce, The New Cyneas（国際関係）  
 

1625   フーゴー・グロティウス, 『戦争と平和の法』  
     (De jure belli ac pacis) 
 

1693    ウィリアム・ペン, 『ヨーロッパの現在と未 
    来の平和に向けて』 
 

1761    ジャン・ジャック・ルソー, 戦争論／平和論 
   （『戦争法の諸原理』に『永久平和論抜粋・批判』） 
 

1795  イマヌエル・カント, 『永遠平和のために』 

1648 近代国家制度（ヨーロッパ）  

第一次世界大戦終焉 (1914-1918) 

1928 不戦条約 

国際連合設立（1945） 
1948 世界人権宣言 

1815 国家間協力 

第二次世界大戦終焉(1939-1945) 

国際連盟設立（1920） 

戦争の歴史と戦争を防ぐ努力 

戦争の違法化 

武力による威嚇又は 
武力の行使の禁止 

解決すべき問題 
としての紛争研究 

武力を使用するこ
とが適法かどうか 国連憲章等 

国際法 
（jus ad bellum) 

戦争の方法・手段 
を規制するルール 

戦闘で生じた犠牲者を 
保護・救済するルール 

ハーグ条約 
(1899, 1907) 

ジュネーブ条約
1864, 1906, 1929 
→(1886, 1908, 

1929)→1949+1977 

国際人道法 
（just in bello) 

国際連合（国連）憲章 
前文 
第1章 目的及び原則 
第2章 加盟国の地位 
第3章 機関 
第4章 総会 
第5章 安全保障理事会 
第6章 紛争の平和的解決 
第7章 平和に対する脅威、平和の破
壊及び侵略行為に関する行動 
第8章 地域的取極 ・・・第19章まで 

武力行使禁止原則 
国連憲章は、以下の2つの状況を除いて武
力を使うことを禁止している。 
 
1. 自衛のための（第51条）：国際連合加盟国に対し

て武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和
及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団
的自衛の固有の権利を害するものではない。 

 
2. 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵
略行為があるとき（第7章）：安全保障理事会は、
第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判
明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な
空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる(第42条）。 

1. 国と国との間で生じる戦争を規制
するルールを守るにはどうすべき
か？改善すべきところは？ 

2. 国と国の間で決めたルールを守ら
ない国とどう共存していくのか？ 

3. 一つの国の中で生じた武力紛争を
どう効果的に予防し、規制してい
くのか？ 
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1815 国家間協力 

第二次世界大戦終焉(1939-1945) 

国際連盟設立（1920） 

戦争の歴史と戦争を防ぐ努力 

戦争の違法化 

武力による威嚇又は 
武力の行使の禁止 

解決すべき問題 
としての紛争研究 

武力を使用するこ
とが適法かどうか 国連憲章等 

国際法 
（jus ad bellum) 

戦争の方法・手段 
を規制するルール 

戦闘で生じた犠牲者を 
保護・救済するルール 

ハーグ条約 
(1899, 1907) 

ジュネーブ条約
1864, 1906, 1929 
→(1886, 1908, 

1929)→1949+1977 

国際人道法 
（just in bello) 

国際連合（国連）憲章 
前文 
第1章 目的及び原則 
第2章 加盟国の地位 
第3章 機関 
第4章 総会 
第5章 安全保障理事会 
第6章 紛争の平和的解決 
第7章 平和に対する脅威、平和の破
壊及び侵略行為に関する行動 
第8章 地域的取極 ・・・第19章まで 

武力行使禁止原則 
国連憲章は、以下の2つの状況を除いて武
力を使うことを禁止している。 
 
1. 自衛のための（第51条）：国際連合加盟国に対し

て武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和
及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団
的自衛の固有の権利を害するものではない。 

 
2. 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵
略行為があるとき（第7章）：安全保障理事会は、
第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判
明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な
空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる(第42条）。 

1. 国と国との間で生じる戦争を規制
するルールを守るにはどうすべき
か？改善すべきところは？ 

2. 国と国の間で決めたルールを守ら
ない国とどう共存していくのか？ 

3. 一つの国の中で生じた武力紛争を
どう効果的に予防し、規制してい
くのか？ 
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授授業業②②  
地地球球温温暖暖化化対対策策  

  ――  持持続続可可能能なな社社会会をを目目指指ししてて、、いいまま私私たたちちはは何何ををすすべべききかか  ――    

  
講講師師  稲稲垣垣  隆隆司司  

（（岐岐阜阜薬薬科科大大学学名名誉誉教教授授））  
 

 

  

Ⅰー（１）地球温暖化の進行・気候変動の激化

産業革命前
（ＣＯ２濃度）
２８０ｐｐｍ

２０２１年
（ＣＯ２濃度）
４１５．７ｐｐｍ
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② 海洋深層大循環の停止

・ 海洋深層大循環とは、

北大西洋のグリーンランド

沖や南極の海水は低温・

高塩分のために密度が

高いため、深層まで沈み

込み、２０００年ほどかけて

世界の海洋を一周する

流れをいう。

気候変動により海水温が

上がることや、高緯度での

降雨の増加等によって海水

の塩分が下がることで、

北大西洋の海水の沈み込

みが止まって、海洋深層大循環全体が停

止する可能性がある。

これにより、北大西洋の暖流が高緯度まで来なくなって、ヨーロッパ全体が寒冷

する等、世界全体の気候に影響を及ぼすおそれがある。

＜⑥ 地球温暖化による気候システムの急変事例＞

① グリーンランド・南極における氷床の不安定化

・ グリーンランドと南極においては、最近１０年間の氷床の質量が過去に比べて

明らかに減少している。

・ グリーンランドの氷床は，夏季における氷の融解により、地表面での日射の反

射率が低下してより日射を吸収しやすくなることと、雪氷の表面温度が上がって

表面気温が高くなることにより、融解を更に促進するフィールドバックがあるため、

気候が一定以上温暖になる状態が続くと氷床の融解が急激に進むおそれがあ

る。

・ 南極では、氷床から突き出た棚氷が切り離されたり、氷床の底が融けて潤滑油

のような働きをしたりすることで、流出が加速すると考えられる。特に南極西側全

体は、氷床の底が水深数百以上の海中にあるため、ひとたび氷の後退が進むと

海底と氷床の間に海水が入り込み、浮力が働くことで後退が加速する。

〇 温暖化の進行等により氷河などに封印されていた病原体等の活性化

（感染経路 ) ①渡り鳥や魚が運搬

②渡り鳥の糞に混じったものが家畜や動物に感染

③それらを通じて人間に感染

〇 感染症媒介昆虫などの分布域の拡大と感染力の増大

新興感染症：エイズ、エボラ出血熱、狂牛病、ＳＡRA等

再興感染症：ペスト、結核、コレラ、マラリア等

①マラリア：ハマダラカ

②デング熱：ヒトスジシマカ等

（2014年、69年ぶりに日本で発生）

③脳炎：節足動物

④腺ペスト：ネズミ→ノミ

⑤コレラ：コレラ菌に汚染された食物や水を摂取 し感染

⑥ＭＥＲＳ：コロナウイルス⇒ヒトコブラクダ等

〇 熱帯林に閉じ込められていた病原体が、開発に

より人間と接触することによって分布域が拡大

自然生態系

自然環境

人間社会

・生物種の減少・
絶滅リスク増大
・湿地、森林の減少

沿岸域

・沿岸域の氾濫・
海岸浸食

水資源

・干ばつによる
水不足

農林水産業

・主要作物の気温上昇
による収量減予測
・高緯度への海洋漁獲
量の拡大による低緯
度の供給・雇用減

国土の保全

・水管理システムへ
の影響
・低平地の途上国や
小島嶼国の浸水

産業・エネルギー

・住宅及び商業部門の
冷房エネルギー需要増

世界レベルでのリスク増大

健康

・熱中症、感染症など
の増加、拡大

金融業

・保険損害の増加

疾病率、死亡率増大

人々の流動と移住

人間の生命への打撃

経済への打撃

紛争リスクの増大

水・農業・食料安全保障・
林業・健康・観光分野

リスクにさらされる人口
と資本の増加

世界の安全への打撃

国のインフラや領域
保全への影響

災害による資産損失

IPCC 報告書(SREX及びAR5 WG2 SPM)を基に作成

（注）ＩＰＣＣ第５次評価報告書から作成
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＜①Ⅱー（２） 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals)

MDGｓ（ミレニアム開発目標）
（Millennium Development Goals)

SDGｓ（持続可能な開発目標）
（Sustainable Development Goals）

20０１年～20１５年20１６年～20３０年

8ゴール・21ターゲット
（シンプルで明快）

１７ゴール・１６９ターゲット
（包括的で、お互いに関連）

開発途上国の目標すべての国の目標
（ユニバーサリティ）

国連の専門家主導国連全加盟国で交渉
実施手段（資金・技術など）

○ 人間活動等は､多くの生物から多くの恩恵を受けている一方で、多くの生物に
悪影響を及ぼしている。

・・・・・ 現在、地球上には約８００万種の生物が生息しているが、そのうち、

今後、５０万種から１００万種が絶滅の危機にさらされる。
（絶滅速度：過去1000万年前と比較し、数10倍～数100倍）

＊現在の絶滅のスピード・・ケタ違いの早さ 恐竜時代；１０００年に１種類
現 在；１年に４万種類（人間の活動等）
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20302013t-CO2 2013
34.626,24640,153

CO2

69.23,72112,072
77.61,9228,584
46.27,17113,327

22.61,8852,435

20.71,7642,225CO2

41.32,1053,588
330

46.044,48382,384

•

•
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＜参考＞生態系ネットワーク形成のイメージ等

＜ビオトープ＞

25

＜愛知目標・ターゲット＞
○ 平成22年10月（2010年10月）に名古屋市で開催されたＣＯＰ１０において、
生物多様性の保全を図る目標として、長期目標、短期目標、２０の個別目標
からなる「愛知目標・ターゲット」が採択された。

＜昆明・モントリオール生物多様性枠組み＞
〇 20220年12月モントリオールで開催されたＣＯＰ15で採択された。
（枠組みの概要）
・ ２０５０年ビジョン 自然と共生する世界（愛知目標と共通目標）
・ 2030年ミッション 生物多様性を保全し、持続可能に利用し、遺伝資源

の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を確保し
つつ、必要な実施手段を提供することにより、生物多様
性の損失を止め反転させ回復軌道に乗せるための緊急
行動をとる。

・ 2030年ターゲット（1～２３）
・ターゲット③：2030年までに陸と海のそれぞれ30％以上を保護・保全

（30ｂｙ30）
・ターゲット⑥：2030年までに侵略的外来種の導入率・定着率を半減
・ターゲット⑧：自然を活用した解決策等を通じた気候変動の生物多様

性への影響を最小化

25
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○ 平成22年10月（2010年10月）に名古屋市で開催されたＣＯＰ１０において、
生物多様性の保全を図る目標として、長期目標、短期目標、２０の個別目標
からなる「愛知目標・ターゲット」が採択された。

＜昆明・モントリオール生物多様性枠組み＞
〇 20220年12月モントリオールで開催されたＣＯＰ15で採択された。
（枠組みの概要）
・ ２０５０年ビジョン 自然と共生する世界（愛知目標と共通目標）
・ 2030年ミッション 生物多様性を保全し、持続可能に利用し、遺伝資源

の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を確保し
つつ、必要な実施手段を提供することにより、生物多様
性の損失を止め反転させ回復軌道に乗せるための緊急
行動をとる。

・ 2030年ターゲット（1～２３）
・ターゲット③：2030年までに陸と海のそれぞれ30％以上を保護・保全

（30ｂｙ30）
・ターゲット⑥：2030年までに侵略的外来種の導入率・定着率を半減
・ターゲット⑧：自然を活用した解決策等を通じた気候変動の生物多様

性への影響を最小化

→

→
→

・・・
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① 自然エネルギーの利用
② エコマーク付き製品の販売や購入
③ サステイナブル・ラベル（国際認証ラベル）付
きの商品の購入

④ 地産地消の拡大
⑤ エネルギー効率が良く寿命の長いLED電球
の利用・普及

⑥ 障がい者が作った製品を購入 など
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授授業業③③  
「「『『多多文文化化共共生生社社会会（（MMuullttiiccuullttuurraall  CCooeexxiisstteennccee  SSoocciieettyy））』』をを実実現現ささせせよようう」」    

 
講講師師  佐佐藤藤  久久美美  

（（名名古古屋屋国国際際工工科科専専門門職職大大学学教教授授））  

 

多文化共生社会
（Multicultural Coexistence 

Society）を実現させよう

佐藤 久美
名古屋国際工科専門職大学工科学部 教授

「あいち国際女性映画祭」イベントディレクター
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2023.07.29
高校生夏休み国際理解教育特別講座 

1. 「多文化共生社会」
皆さんに考えていただきたいこと

（１）「多文化共生」はなぜ必要でしょうか？

日本で「多文化共生」という言葉が使われるようになったのは

いつからでしょうか。

そのきっかけは何だったでしょうか。

（２）日本に住む外国人住民が増加している理由は何でしょうか？

何ヶ国の人々が住んでいるでしょうか。どの国から来た人が多いでしょうか。

愛知県に多いのはどこの国の人？

なぜ、日系人が世界中に住んでいるのでしょうか？

"

1.「多文化共生社会」
皆さんに考えていただきたいこと

（3) 「多文化共生」と「国際交流」の違いは何でしょうか?

（4）多文化共生社会を築くためにあなたのできることは何でしょう
か? 

#

在留外国人（登録外国人）数の推移（毎年末現在）
出典：社会実情データ図録

https://honkawa2.sakura.ne.jp/banner.html

日本の総人口の人口増減数及び人口増減率の推
移(1950年～2022年)

出典：総務省統計局

在住外国人数の推移（毎年末現在）と日本の総人口の推移（1950年～2022年）
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日本の人口ピラミッド

%

愛知県内の市町村における外国人住民数の状況
（2022年6月末現在）
出典：愛知県社会活動推進課

愛知県における外国人住民
数の国籍（出身地）別内訳
（2022年6月末現在）

&

人類誕生から!"#"年までの世界人口の推移（推計値）グラフ

出典：国連人口基金 !

'

2. 「文化（culture）」と「文明（civilization）」の違いと共通
点、

「文明」と「宗教」について考えよう。
（１）「文化」とは何だろう。 「文明」と「宗教」との関わりについて考えよう。

文化：culture ← cultivate
the beliefs, way of life, art, and customs that are shared and accepted 
by people in a particular society                  --Longman (英英辞書）より抜粋

culture はラテン語の cultura から来ている。
cultura の語幹は colere ：「守る、手入れをする、耕す」という意味。 
19世紀に入ってから 文明の知的な側面や、人々の生活様式などを含む意味を
持つようになった。(心を耕す）
日本でも、田畑を耕し、そこから恵みが与えられることは神への信仰の
中心にある。
世界のどの地域でも、私たちに命を与えてくれる「食べ物」には、神への深い感謝を持つ。

(
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2. 「文化（culture）」と「文明（civilization）」の違いと
共通点、「文明」と「宗教」について考えよう。

文明：civilization ← civilize

・to influence someone’s behaviour, making or teaching them 
to act in a more sensible or gentle way

・to improve a society so that it is more organized and 
developed, and often more fair or comfortable

--Longman (英英辞書）より抜粋

)

文明と世界秩序

「文明の衝突」

原題： The Clash of Civi l izat ions and the 
Remaking of World Order

! （文明の衝突と世界秩序の再創造）。

! アメリカ合衆国の政治学者サミュエル・P・ハン
ティントンによる国際政治学の著作（1996
年）。

! 冷戦が終わった現代世界においては、文明と文
明との衝突が対立の主要な軸である。

! 特に文明と文明が接する断層線（フオルト・ライ
ン）での紛争が激化しやすいと指摘。

!*

（２） 必要とされる宗教間の理解と協力：あなたのできることは何だろう

『文明の衝突』の内容：

! 冷戦から文明の衝突（宗教の違いから）へ？

! ソ連や東ヨーロッパ諸国の社会主義体制が相次いで崩壊していったこ
とで､ 冷戦という世界を二分する緊張関係は緩和された｡

! しかしその結果､ 紛争や戦争のない平和な世界が実現されたかという
と､ そうはならなかった｡

! さまざまな地域や国のなかで､ 民族紛争や宗教紛争といわれる争いが
頻発するように。

! → 衝突の争点が宗教になった。
! → 新しい形の世界戦争になりかねない。

!!

宗教分布図：出典 IPA「教育用画像素材集サイト」 http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/
!"
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世界の宗教の割合

出典：https://ywl.jp/content/zaa7S
!#

3. 人々の国境を越えた移動について
(1) 移民／難民／レイシズム について考えてことがありますか？

人の移住のさまざまな形

出典：IOM（国際移住機関）駐日事務所

!$

図６. 国別・地域別難民発生数と主な難民受け入れ国、第二次世界大戦後のおもな地域紛争
出典：第2編第2章『さまざまな地球的課題と国際協力』,「地理総合」, 東京書籍, p.151,

新学習指導要領：2022年度から必履修となった「地理総合」

!%

3. 人々の国境を越えた移動について

（２）難民申請をしながら日本で働く難民たち

出典：『第2部 国際理解と国際協力』,高等学校「新地理総合」, 帝国書院, p.169
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出典：第2編第2章『さまざまな地球的課題と国際協力』,「地理総合」, 東京書籍, p.151,

新学習指導要領：2022年度から必履修となった「地理総合」

!%

3. 人々の国境を越えた移動について

（２）難民申請をしながら日本で働く難民たち

出典：『第2部 国際理解と国際協力』,高等学校「新地理総合」, 帝国書院, p.169
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2. 「文化（culture）」と「文明（civilization）」の違いと
共通点、「文明」と「宗教」について考えよう。

文明：civilization ← civilize

・to influence someone’s behaviour, making or teaching them 
to act in a more sensible or gentle way

・to improve a society so that it is more organized and 
developed, and often more fair or comfortable

--Longman (英英辞書）より抜粋

)

文明と世界秩序

「文明の衝突」

原題： The Clash of Civi l izat ions and the 
Remaking of World Order

! （文明の衝突と世界秩序の再創造）。

! アメリカ合衆国の政治学者サミュエル・P・ハン
ティントンによる国際政治学の著作（1996
年）。

! 冷戦が終わった現代世界においては、文明と文
明との衝突が対立の主要な軸である。

! 特に文明と文明が接する断層線（フオルト・ライ
ン）での紛争が激化しやすいと指摘。

!*

（２） 必要とされる宗教間の理解と協力：あなたのできることは何だろう

『文明の衝突』の内容：

! 冷戦から文明の衝突（宗教の違いから）へ？

! ソ連や東ヨーロッパ諸国の社会主義体制が相次いで崩壊していったこ
とで､ 冷戦という世界を二分する緊張関係は緩和された｡

! しかしその結果､ 紛争や戦争のない平和な世界が実現されたかという
と､ そうはならなかった｡

! さまざまな地域や国のなかで､ 民族紛争や宗教紛争といわれる争いが
頻発するように。
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宗教分布図：出典 IPA「教育用画像素材集サイト」 http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/
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3. 人々の国境を越えた移動について

!３）映画から学べる移民／難民／レイシズム

「あいち国際女性映画祭（AIWFF）」
世界各国・地域の女性監督による作品、女性に着目した作品
を集めた、国内唯一の国際女性映画祭で毎年9月に開催。毎
年約!"本の映画を上映。国際交流企画では「名古屋難民支援
室」と共同企画として主に難民をテーマにした映画を上映し
上映後に監督とともにシンポジウムを開催。進行役を佐藤久
美が務める。

あいち国際女性映画祭2022
『マイスモールランド』（監督：川和田恵真）

上映後のシンポジウム
『川和田監督と考える

祖国から逃れて暮らす人々の居場所』

ゲスト：川和田監督、羽田野真帆さん（名古屋難民
支援室コーディネーター）

進行役：佐藤久美

『 マイスモールランド』を上映後にシンポジウムを開催。
日本に暮らすクルド人の少女が主人公。
日本の高校に通う在日クルド人の少女が、在留資格を失ったこと
をきっかけに自身の居場所に葛藤する姿を描 いた社会派ト!ラマ。

!'

クルド人とは：古代以来の長い歴史を持つが、民族国家の実現ができていない。
2010年ごろから、シリア内戦の中で実質的な自治をめざす運動が強まっている。
2019年以降、トルコのクルド人勢力掃討作戦は激化の様相を呈している。
日本には現在約2000人のクルド人が移り住んでいて、埼玉県の蕨市や川口市、東京、大阪、名古屋などの大
都市にそのコミュニティーが存在する。
彼らは難民申請しているが日本で難民認定されるのは難しい。

出典：NHK国際報道の記事 (2022年11月24日 )
https://www.nhk.jp/p/kokusaihoudou/ts/ （2023.07.18閲覧）
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3. 人々の国境を越えた移動
について

（３）映画から学べる
移民／難民／レイシズム

あいち国際女性映画祭2019
『僕の帰る場所』（監督：藤元明緒）

ミャンマーからやって来た東京に住む家族の物語。
二つの国の間て!揺れ動く少年の心を描く。

上映後のシンポジウム
『日本の難民支援について考えよう』
ゲスト：藤元監督、羽田野真帆さん

進行役：佐藤久美
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3. 人々の国境を越えた移動について

!３）映画から学べる移民／難民／レイシズム
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あいち国際女性映画祭2021
『すぐそばにいたTOMODACHI』

（監督：セシリア亜美 北島）

上映後のシンポジウム
『ミャンマー情勢と難民の「今」を考える』

ゲスト：セシリア亜美 北島監督 オンライン登壇
北角裕樹さん オンライン登壇

（ヤンゴン編集プロダクション代表）
羽田野真帆さん オンライン登壇

進行役：佐藤久美

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後
に、被災地に赴きホ!ランティアを行った在日ヒ!
ルマ人 95 人を追っ たト!キュメンタリー映画。
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世界の宗教の割合

出典：https://ywl.jp/content/zaa7S
!#

3. 人々の国境を越えた移動について
(1) 移民／難民／レイシズム について考えてことがありますか？

人の移住のさまざまな形

出典：IOM（国際移住機関）駐日事務所

!$

図６. 国別・地域別難民発生数と主な難民受け入れ国、第二次世界大戦後のおもな地域紛争
出典：第2編第2章『さまざまな地球的課題と国際協力』,「地理総合」, 東京書籍, p.151,

新学習指導要領：2022年度から必履修となった「地理総合」
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3. 人々の国境を越えた移動について

（２）難民申請をしながら日本で働く難民たち

出典：『第2部 国際理解と国際協力』,高等学校「新地理総合」, 帝国書院, p.169
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４!"多文化共生とSDGs（持続可能な開発目標）
多文化共生の実現は、国連が採択した「持続可能な開発目標」（SDGs）の多くの項目とも合致しています。
どの項目でしょうか。

"!

５. 「多文化共生」の重要な要素

! 文化的多様性の尊重: 多文化共生は、異なる文化や価値観を持つ個人やグループを尊重することを促進しま
す。人々が自身の文化的アイデンティティを自由に表現し、共有することができる社会では、個々の人々が
認められ、尊重される機会が増えます。

! 相互理解と対話の促進: 多文化共生は、異なる文化間の相互理解と対話を促進します。異なる文化を持つ
人々が交流し、意見や経験を共有することによって、相互の認識や理解が深まります。これにより、偏見や
誤解を減らし、対立や摩擦を回避することができます。

! 社会の活性化と創造性の向上: 多文化共生は、異なる文化や背景を持つ人々が集まることによって、社会の
活性化と創造性の向上をもたらします。異なるアイデアや視点が交錯する環境では、新たなアイデアや発見
が生まれやすくなります。異なる文化からの影響を受けることで、芸術や文学、科学などの領域での創造
性が豊かになる可能性があります。

! 経済的な利益: 多文化共生は、経済的な利益ももたらすことがあります。異なる文化や国籍を持つ人々が集
まることで、新たな市場やビジネスの機会が生まれる可能性があります。また、異なる文化に関する知識や
スキルを持つ人材が求められる場合には、多様な人材を抱える社会が競争力を持つことができます。

これらの理由から、異なる文化や背景を持つ人々が共存し、相互に学び合い、尊重しあうことで、より包括的
で豊かな社会を築くことができます。

""

Qestion:
地震などの大災害が発生しました！あなたの周りにいる外国人はどんなことで困っているでしょ
う。あなたはその人たちにどのような支援ができるでしょうか。

Answer:

"#
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スキルを持つ人材が求められる場合には、多様な人材を抱える社会が競争力を持つことができます。

これらの理由から、異なる文化や背景を持つ人々が共存し、相互に学び合い、尊重しあうことで、より包括的
で豊かな社会を築くことができます。

""

Qestion:
地震などの大災害が発生しました！あなたの周りにいる外国人はどんなことで困っているでしょ
う。あなたはその人たちにどのような支援ができるでしょうか。

Answer:

"#

3. 人々の国境を越えた移動について

!３）映画から学べる移民／難民／レイシズム

「あいち国際女性映画祭（AIWFF）」
世界各国・地域の女性監督による作品、女性に着目した作品
を集めた、国内唯一の国際女性映画祭で毎年9月に開催。毎
年約!"本の映画を上映。国際交流企画では「名古屋難民支援
室」と共同企画として主に難民をテーマにした映画を上映し
上映後に監督とともにシンポジウムを開催。進行役を佐藤久
美が務める。

あいち国際女性映画祭2022
『マイスモールランド』（監督：川和田恵真）

上映後のシンポジウム
『川和田監督と考える

祖国から逃れて暮らす人々の居場所』

ゲスト：川和田監督、羽田野真帆さん（名古屋難民
支援室コーディネーター）

進行役：佐藤久美

『 マイスモールランド』を上映後にシンポジウムを開催。
日本に暮らすクルド人の少女が主人公。
日本の高校に通う在日クルド人の少女が、在留資格を失ったこと
をきっかけに自身の居場所に葛藤する姿を描 いた社会派ト!ラマ。

!'

クルド人とは：古代以来の長い歴史を持つが、民族国家の実現ができていない。
2010年ごろから、シリア内戦の中で実質的な自治をめざす運動が強まっている。
2019年以降、トルコのクルド人勢力掃討作戦は激化の様相を呈している。
日本には現在約2000人のクルド人が移り住んでいて、埼玉県の蕨市や川口市、東京、大阪、名古屋などの大
都市にそのコミュニティーが存在する。
彼らは難民申請しているが日本で難民認定されるのは難しい。

出典：NHK国際報道の記事 (2022年11月24日 )
https://www.nhk.jp/p/kokusaihoudou/ts/ （2023.07.18閲覧）
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3. 人々の国境を越えた移動
について

（３）映画から学べる
移民／難民／レイシズム

あいち国際女性映画祭2019
『僕の帰る場所』（監督：藤元明緒）

ミャンマーからやって来た東京に住む家族の物語。
二つの国の間て!揺れ動く少年の心を描く。

上映後のシンポジウム
『日本の難民支援について考えよう』
ゲスト：藤元監督、羽田野真帆さん

進行役：佐藤久美

!)

3. 人々の国境を越えた移動について

!３）映画から学べる移民／難民／レイシズム

!!"#$%&'("#$#%&'())

あいち国際女性映画祭2021
『すぐそばにいたTOMODACHI』

（監督：セシリア亜美 北島）

上映後のシンポジウム
『ミャンマー情勢と難民の「今」を考える』

ゲスト：セシリア亜美 北島監督 オンライン登壇
北角裕樹さん オンライン登壇

（ヤンゴン編集プロダクション代表）
羽田野真帆さん オンライン登壇

進行役：佐藤久美

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後
に、被災地に赴きホ!ランティアを行った在日ヒ!
ルマ人 95 人を追っ たト!キュメンタリー映画。
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