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▼
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
と
は
？

　
私
た
ち
は
何
か
を
見
た
り
、
聞
い
た

り
し
た
と
き
に
「
無
意
識
に
〝
こ
う
だ
〟

と
思
い
込
む
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス

（
無
意
識
の
思
い
込
み
）」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
は
、

「
相
手
」
に
対
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

「
自
分
自
身
」
に
対
す
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。

　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
思
う
こ
と
は

あ
る
で
し
ょ
う
か
？

□�

血
液
型
を
聞
く
と
、〝
き
っ
と
こ
ん
な

性
格
だ
〟
と
思
う
こ
と
が
あ
る

□�

「
男
の
子
ら
し
く
」「
女
の
子
ら
し
く
」

と
思
う
こ
と
が
あ
る

□�

「
親
が
単
身
赴
任
中
で
す
」
と
聞
く
と
、

父
親
を
思
い
浮
か
べ
る

□�

乳
が
ん
は
女
性
が
罹
患
す
る
も
の
だ

と
思
う

□�

挑
戦
す
る
前
か
ら
、「
私
に
は
ど
う
せ

ム
リ
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る

　
い
か
が
で
し
た
か
？
　
何
か
、
思
い

あ
た
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
？
　
ど

れ
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
人
も
い

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
あ
げ

た
も
の
は
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア

ス
に
な
り
う
る
ご
く
わ
ず
か
な
事
例
で

す
。
私
た
ち
は
、
過
去
の
経
験
や
「
見

聞
き
し
た
こ
と
」
等
に
影
響
を
う
け
て
、

無
意
識
の
う
ち
に
、〝
き
っ
と
、
こ
う

だ
〟
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
や
、

偏
っ
た
モ
ノ
の
見
方
を
し
て
い
る
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
伝
え
し

た
か
っ
た
こ
と
は
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス

バ
イ
ア
ス
は
誰
に
で
も
あ
り
、
日
常
に

あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

▼�

小
・
中
学
校
で�

授
業
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け

　

　
一
般
社
団
法
人
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ

イ
ア
ス
研
究
所
は
、
国
・
地
方
自
治

体
・
企
業
な
ど
様
々
な
団
体
か
ら
の
依

頼
を
う
け
、
経
営
者
、
管
理
職
を
は
じ

め
と
し
た
社
会
人
を
対
象
に
、「
ア
ン

コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
こ
う
と

す
る
こ
と
の
大
切
さ
」
を
お
届
け
し
て

い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
、
２
０
２
１
年
に

は
じ
め
て
、
小
学
生
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
バ
イ
ア
ス
授
業
を
届
け
る
機
会
に
め

ぐ
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
小
学
校
６

年
生
を
担
当
す
る
先
生
か
ら
、「
子
ど

も
た
ち
に
、
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア

ス
授
業
を
実
施
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ

う
か
？
」
と
の
相
談
を
う
け
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
す
。
授
業
後
に
も
ら
っ
た

約
１
０
０
枚
の
感
想
文
を
読
み
、
ア
ン

コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
授
業
は
、「
自

分
も
含
め
た
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
し

よ
う
」
と
い
っ
た
心
を
育
ん
だ
り
、

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
s
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
、
不

平
等
を
無
く
す
、
平
和
と
公
正
、
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
重
要
性
に
気
づ
く

き
っ
か
け
」
を
提
供
し
た
り
、「
自
ら

の
可
能
性
を
信
じ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
機
に
、
こ
れ
ま
で
に
50
校

を
こ
え
る
小
・
中
学
校
で
の
出
張
授
業

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

▼�

ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
授
業
に

つ
い
て

　
授
業
は
、
２
回
に
分
け
て
実
施
す
る

こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す（
左
表
参
照
）。

授
業
時
間
は
、
２
回
と
も
１
コ
マ
ず
つ

行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
は
小
学
校
高
学

年
以
上
で
す
。

架け橋社会と教育の 思い込みと教育

2018年、一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所を設立。企
業・官公庁、小・中学校等でアンコンシャスバイアスに関するセミ
ナーを実施。受講者は８万人をこえる。著書に、『「アンコンシャ
ス・バイアス」マネジメント』（かんき出版　2019年）等がある。

「アンコンシャスバイアス」
に気づくことの大切さ
～子どもたちの可能性が
　　　広がることをめざして～

代表理事　守
も り

屋
や

 智
と も

敬
た か

一般社団法人
アンコンシャスバイアス研究所

オンライン授業の様子。240人の児童は、クラ
ウド上で意見を共有しながら、学びを深めた。
（写真：白百合学園小学校提供）
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▼
受
講
し
た
児
童
・
生
徒
の
変
化

　
全
２
回
の
授
業
を
終
了
し
て
か
ら
、

１
～
２
週
間
後
に
感
想
文
を
書
い
て
も

ら
い
ま
す
。
少
し
時
間
が
た
っ
て
感
想

文
を
書
く
こ
と
で
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
い
て
か
ら
の
変
化

や
気
づ
い
て
よ
か
っ
た
こ
と
」
を
振
り

返
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

　
授
業
を
受
け
た
児
童
・
生
徒
か
ら
の

変
化
の
声
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
多
く
届
く
声
の
ひ
と
つ
が
、「
一
歩

踏
み
出
し
た
い
と
思
っ
た
」
で
す
。
例

え
ば
、「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス

を
知
ら
な
か
っ
た
ら
自
分
の
可
能
性
を

狭
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」「
夢
を
あ
き

ら
め
る
の
を
や
め
た
」「
ど
う
せ
ム
リ

と
思
わ
ず
に
、
ま
ず
は
挑
戦
し
て
み
よ

う
と
思
っ
た
」
等
と
い
っ
た
前
向
き
な

も
の
で
す
。

　
続
い
て
多
い
声
が
、「
自
分
の
意
見

を
言
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
」
で
す
。

例
え
ば
、「
み
ん
な
と
違
う
意
見
だ
っ

た
と
し
て
も
、
頑
張
っ
て
言
っ
て
み
よ

う
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
こ
れ

ま
で
、
ま
わ
り
に
あ
わ
せ
て
ば
か
り
い

る
自
分
に
気
づ
き
ま
し
た
」
等
、
自
ら

の
言
動
や
行
動
を
振
り
返
り
、
こ
れ
ま

で
抱
え
て
き
た
思
い
込
み
へ
の
対
処
を

客
観
的
か
つ
具
体
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
、「
友
だ
ち
と
の
喧
嘩
が

減
っ
た
」「
親
に
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
思

い
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
ク

ラ
ス
の
な
か
で
、
ア
ン
コ
ン
が
合
言
葉

と
な
っ
て
雰
囲
気
が
よ
く
な
っ
た
」
等

の
声
も
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

▼
先
生
や
保
護
者
か
ら
の
声

　
教
員
研
修
や
保
護
者
講
演
な
ど
も
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
学
校
に
よ
っ
て
は
、

授
業
参
観
日
に
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ

ア
ス
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
、
保
護
者

や
先
生
方
が
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア

ス
を
学
ぶ
こ
と
の
効
果
は
大
き
い
よ
う

で
す
。
保
護
者
か
ら
も
、
先
生
か
ら
も
、

「
子
ど
も
た
ち
へ
の
決
め
つ
け
や
押
し

つ
け
が
、
可
能
性
を
狭
め
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
」

と
の
声
を
多
数
い
た
だ
き
ま
す
。

▼�

子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の�

可
能
性
が
広
が
る
こ
と
を
願
っ
て

　
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
に
気
づ

き
、
対
処
し
て
い
く
こ
と
は
、
子
ど
も

た
ち
の
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
く
う
え

で
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
、
一
人
で
も
多
く
の
子
ど
も
た

ち
に
、
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
関
わ

る
先
生
や
保
護
者
の
方
々
へ
、「
ア
ン

コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス
に
気
づ
こ
う
と

す
る
こ
と
の
大
切
さ
」
を
お
届
け
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教員セミナーを無料開催中。出張授業など詳細は一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所HPをご覧ください。
https://www.unconsciousbias-lab.org/edu

授業では発言が多く、話し合いも活発になっていく。
（写真：郡山ザベリオ学園中学校提供）

小学校での２回目の授業の発問から
対話を通して出てきた声。

＜１回目＞「アンコンシャスバイアスとは何か？」を知る

導入：�自分にもアンコンシャスバイアスがありそうだと思える体験か
らスタート。

展開：�「ステレオタイプ」「同調バイアス」等の認知バイアスをヒントに、
「私には、どんなアンコンシャスバイアスがあるのだろうか？」
を、言葉にしながら探します。

終末：�用語にとらわれることなく、「これって、アンコン？」を合言葉
に、気づこうとすることを大切にしてほしいと伝えます。

※アンコンは、アンコンシャスバイアスの略です

＜宿題＞（１～２週間：２回目の授業まで）
「私のアンコンシャスバイアス」を探す

＜参考：子どもたちが見つけた事例＞
　・料理は女の人がやるものだというアンコンに気づいた
　・人を見た目で判断していることに気づいた
　・挑戦する前から、すぐ「どうせムリ」と言ってしまう
　・看護師は女性、医師は男性と思い込んでいることに気づいた
　・食わず嫌いもアンコンだと思った　等

＜２回目＞（１回目の授業から１～２週間後）
アンコンシャスバイアスに気づくことの大切さ

導入：宿題（私のアンコンシャスバイアス）を共有します。
展開：�「アンコンシャスバイアスに気づかずにいると、どんな問題につ

ながるのか？」「気づくとどんなよいことがあるのか？」を考え、
話し合います。

終末：�アンコンシャスバイアスに向き合い続けるためのお願いとして、
「決めつけない」「誰かと何かと比べない」「自分の可能性を信じ
よう！」「これって、アンコンを合言葉にしよう」を伝えます。

＜感想文＞（２回目の授業から１～２週間後）　感想文を書いて提出

表　アンコンシャスバイアス授業の流れ
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