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序   文 
 
 
ホンジュラス共和国は、現在「2015 年までに、男女全ての就学年齢児について 6 年間の初等教

育の完全普及と修了を達成する」という目標の下、様々な取り組みを行っています。また、教育

開発上の主要課題としては、高い中退率と留年率に表される初等教育課程の修了率の低さを挙げ

ています。そのため、同国政府は、最も留年率の高い教科の一つである算数教育の強化に係る技

術協力プロジェクトを我が国に要請してきました。これを受けて当機構は 2003 年 4 月より「算数

指導力向上プロジェクト」を開始することとなりました。 
今般、3 年間の協力期間の折り返し地点を迎えたことから、これまでの活動の実績及び進捗を

振り返り、今後の活動計画について協議するため、ホンジュラス共和国へ 2004 年 8 月 22 日から

2004 年 9 月 9 日までの日程で中間評価調査団が派遣されました。中間評価の結果、プロジェクト

は、両国の緊密な連携と不断の努力により一年半の間に順調に進捗し、着実に成果を上げている

ことが確認されました。また、プロジェクトを取り巻く環境の変化により、ホンジュラス共和国

におけるプロジェクトの重要性はこれまで以上に増し、各方面から大きな期待が寄せられている

ことも明らかになりました。 
本報告書は、同調査団の調査・評価結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクトの展開に

広く活用されることを願うものであります。 
ここに、本調査にご協力いただいた内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き

続き一層のご支援をお願いする次第であります。 
 
 
平成 16 年 12 月 
 
 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部 

部長 末森 満 
  

 

 



目   次 

 

序 文 

目 次 

略語表 

地 図 

写 真 

評価調査結果要約表 

 

第１章 運営指導（中間評価）調査団の派遣 .............................................................................................. 1 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 .............................................................................................................. 1 

１－２ 調査方法 .......................................................................................................................................... 1 

１－３ 調査団の構成 .................................................................................................................................. 1 

１－４ 調査日程 .......................................................................................................................................... 2 

１－５ 主要面談者 ...................................................................................................................................... 3 

第２章 要 約.................................................................................................................................................. 4 

２－１ 要 約 .............................................................................................................................................. 4 

２－２ PDM改訂 ......................................................................................................................................... 5 

第３章 計画達成度 .......................................................................................................................................... 6 

３－１ 実績と現状の総括 .......................................................................................................................... 6 

３－２ 投入実績 .......................................................................................................................................... 6  

３－３ 活動実績 .......................................................................................................................................... 7 

３－４ 成果達成状況 .................................................................................................................................. 9 

第４章 中間評価結果 .....................................................................................................................................11 

４－１ 評価 5 項目による評価 .................................................................................................................11 

４－２ カウンターパート機関に対するインタビュー調査結果 ........................................................ 14 

第５章 授業評価結果 .................................................................................................................................... 15 

５－１ 教師用指導書及び児童用作業帳の概要 .................................................................................... 15 

５－２ 教師用指導書及び児童用作業帳の問題点 ................................................................................ 16 

５－３ 授業評価結果 ................................................................................................................................ 18 

５－４ 協力隊員活動状況 ........................................................................................................................ 19 

５－５ 広域化への課題 ............................................................................................................................ 20 

第６章 実施体制について ............................................................................................................................ 21 

６－１ 実施体制とその変化 .................................................................................................................... 21 

  



６－２  実施体制の変化とその対応 ........................................................................................................ 23 

第７章 提言と教訓 ........................................................................................................................................ 25 

７－１ 提言 ................................................................................................................................................ 25 

７－２ 他国の算数分野プロジェクトへの教訓..................................................................................... 26 

 

 

付属資料 .................................................................................................................................................... 29 

１．ミニッツ ................................................................................................................................................ 31 

２．青年海外協力隊への質問票・回答結果 ............................................................................................ 69 

 

 

  
 



略 語 表 

 
 正 式 名 

略   語 
（日本語標記） 

   
<ホンジュラスの団体・組織等> 

Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa 
INICE 

（国立教育実践研究所） 
Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

SETCO 
（国際協力庁） 
Universidad Pedagogica Nacional 

UPN 
（国立教育大学） 

   
<専門用語>   

Counter Part 
C/P 

（カウンターパート） 
Education for All 

EFA 
（万人のための教育） 
Fast Track Initiative 

FTI 
（ファスト・トラック・イニシアティブ） 
Japan Overseas Cooperation Volunteers 

JOCV 
（青年海外協力隊） 
Mesa Redonda de Cooperaciones Externas en Educación 

MERECE 
（教育セクタードナー会合） 
Project Design Matrix PDM 
（プロジェクト・デザイン・マトリックス） 
Programa de Formación Contínua 

PFC 
（教員継続研修プログラム） 
Plan of Operation 

PO 
（活動計画表） 

PRSP 
Poverty Reduction Strategy Paper 
（貧困削減戦略ペーパー) 
Proyecto de Mejoramiento de Enseñanza Técnica en el Area de Matemática 

PROMETAM 
（算数指導力向上プロジェクト） 
Record of Discussions  

R/D 
（討議議事録） 
United Externa de Medición de la Calidad de la Educación 

UMCE 
（標準学力テスト） 

 

 



N
ue

va
 A

rc
ad

ia

T
el

a

S
an

 L
ui

s

S
an

ta
 E

le
na

B
al

fa
te

P
ue

bl
o 

V
ie

jo

A
re

na
l

La
 V

eg
a

D
ul

ce
 N

om
br

e
de

 C
ul

m
i

V
al

en
ci

a

C
at

ac
am

as

C
ed

ro

P
at

uc
a

T
us

i

A
hu

ás

D
ul

su
na

B
ar

a 
de

 C
ar

at
as

ca

C
ab

o 
G

ra
ci

as
a 

D
io

s

M
ig

ue
l B

ik
an

A
ua

sb
ila

B
ilw

as
ka

rm
a

R
oa

tá
n

T
oc

oa

O
m

oa
Li

vi
ng

st
on

P
un

ta
G

or
da

M
on

ke
y 

R
iv

er
P

op
tú

n

Iz
ab

el

G
ua

lá
n

M
or

al
es

G
ra

ci
as

C
op

án
G

ua
lá

n

R
ío

H
on

do

La
 V

irt
ud

C
on

ce
pc

ió
n

M
ar

ca
la

D
an

lí

E
l P

ar
aí

so

La
s 

T
ro

je
s

S
an

 M
ar

co
s

de
 C

ol
ón

Le
pa

te
riq

ue P
es

pi
re

S
ab

an
a

G
ra

nd
e

S
an

ta
 R

os
a

de
 L

im
a

A
m

ap
al

a

La
 U

ni
on

G
ua

rit
a

M
et

ap
án

Q
ue

za
lte

pe
qu

e

S
en

su
nt

ep
eq

ue

La
 L

ib
er

ta
d

C
ha

la
te

na
ng

o

S
an

 P
ed

ro
Z

ac
ap

a

E
l N

eg
rit

o

M
ez

ap
a

B
oc

ay

E
l

C
hi

ch
ic

as
te

O
co

ta
l

O
ro

po
lí

Li
m

ay

C
or

in
to P

ue
rt

o 
S

an
di

noR
ío

 G
ra

nd
e

V
ill

a
N

ue
va

R
ío

 B
la

nc
o

B
oa

co

S
an

 P
ed

ro
 

de
l N

or
te

N
ue

vo
A

m
an

ec
er

P
rin

za
po

lk
a

P
ue

rt
o

C
ab

ez
as

E
l T

riu
nf

o

S
an

 L
or

en
zo

O
la

nc
hi

to

P
ue

rt
o 

B
ar

rio
s

P
ue

rt
o 

C
or

té
s

E
l P

ro
gr

es
o

S
an

 M
ig

ue
l

S
an

 V
ic

en
te

N
ue

va
S

an
 S

al
va

do
r

Z
ac

at
ec

ol
uc

a U
su

lu
tá

n

S
an

ta
 A

na

C
hi

na
nd

eg
a

Le
ón

E
st

el
í

M
at

ag
al

pa

C
om

ay
ag

ua

Y
or

o

S
an

ta
B

ár
ba

ra

La
 E

sp
er

an
za

La
 P

az

M
an

to

Y
us

ca
rá

n

R
oa

tá
n

T
ru

jil
lo

N
ue

va
O

co
te

pe
qu

e

N
ac

ao
m

e

S
an

ta
 R

os
a

de
 C

op
án

P
ue

rt
o

Le
m

pi
ra

La
 C

ei
ba

S
an

P
ed

ro
 S

ul
a

C
ho

lu
te

ca

T
ec

u
ci

g
al

p
a

S
an

 S
al

va
d

o
r

M
an

ag
u

a

Is
la

 d
e

U
til

a

Is
la

 d
e

G
ua

na
ja

Is
la

 d
e

U
til

a

Is
la

 d
el

T
ig

re

Is
la

s
d

e
la

B
a

h
í a

L
ag

un
a

de
 B

ru
s

B
ah

ía
 d

e 
T

el
a

B
ah

ía
 d

e 
O

m
oa

C
A

R
I

B
B

E
A

N
  

S
E

A

L
ag

un
a

Q
ue

m
ad

a

G
ul

f o
f H

on
du

ra
s

Amaka

L
ag

un
a

B
is

m
un

a
T

ar
a

L
ag

un
a

P
áh

ar
a

L
ag

un
a 

de
 

W
ou

nt
a

Lag
un

a
de

C
ar

at
as

ca

Sa
rs

tú
n

M
ot

ag

ua

U
lú

a

C
ha

m
el

ec
ón

L
ag

o 
de

 I
za

be
l

Si
co

Kuk
alaya

P
ri

nz
ap

ol
ka

Laguna deW
ou

nt
a

Tu
m

a

Coc
o

C

oco

Ja
lá

n

C
ho

lu
te

ca

G
uy

ap
e

Guayambre

Pa
tu

ca Bocay

Lempa

L
. d

e
Il

op
an

go

E
m

ba
ls

e 
C

er
ró

n
G

ra
nd

e

Hu muya

Sul
ac

o

L
ag

o 
de

 
M

an
ag

ua

L
ag

o 
de

 
A

pa
ná

s

G
ol

fo
 d

e 
F

on
se

ca

Lempa

L
ag

o 
de

C
oa

te
pe

qu
e

Rí
o

G
ra

nde de Otoro

de
A

m
at

iq
ue

B
ah

ía

Rí
o

G
ra

nd
e

de
M

at
ag

al
pa

P
A

C
I

F
I

C
O

C
E

A
N

G
lo

ve
r

R
ee

f

B
ar

ri
er

R
ee

f

A
gu

án

M
an

gu
lil

e

Patu
ca

B
ah

ía
 d

e 
Ji

qu
il

is
co

H
ig

ui
to

C
O

PÁ
N

C
O

R
T

É
S

   
SA

N
T

A
 

B
Á

R
B

A
R

A

O
C

O
T

E
PE

Q
U

E L
E

M
PI

R
A

IN
T

IB
U

C
Á

L
A

 P
A

Z

A
T

L
Á

N
T

ID
A

Y
O

R
O

C
O

L
Ó

N

O
L

A
N

C
H

O

IS
L

A
S 

D
E

 L
A

 B
A

H
ÍA

G
R

A
C

IA
S 

 A
  D

IO
S

E
L

 P
A

R
A

ÍS
O

V
A

L
L

E
C

H
O

L
U

T
E

C
A

C
O

M
A

Y
A

G
U

A

 F
R

A
N

C
IS

C
O

 
M

O
R

A
Z

Á
N

B
E

L
IZ

E

E
L

 S
A

LV
A

D
O

R

G
U

A
T

E
M

A
L

A

N
IC

A
R

A
G

U
A

T
he

 b
ou

nd
ar

ie
s 

an
d 

na
m

es
 s

ho
w

n 
on

 th
is

 m
ap

 d
o 

no
t i

m
pl

y 
of

fic
ia

l e
nd

or
se

m
en

t o
r 

ac
ce

pt
an

ce
by

 th
e 

U
ni

te
d 

N
at

io
ns

.

N
at

io
na

l c
ap

ita
l

P
ro

vi
nc

ia
l c

ap
ita

l
C

ity
, t

ow
n

M
aj

or
 a

irp
or

t
In

te
rn

at
io

na
l b

ou
nd

ar
y

D
ep

ar
tm

en
ta

l b
ou

nd
ar

y
P

an
 A

m
er

ic
an

 H
ig

hw
ay

M
ai

n 
ro

ad
S

ec
on

da
ry

 r
oa

d
R

ai
lro

ad

H
O

N
D

U
R

A
S

M
ap

 N
o.

 3
85

6 
R

ev
. 3

   
 U

N
IT

E
D

 N
A

T
IO

N
S

M
ay

 2
00

4
D

ep
ar

tm
en

t o
f P

ea
ce

ke
ep

in
g 

O
pe

ra
tio

ns
C

ar
to

gr
ap

hi
c 

S
ec

tio
n

0
25

50

0
50

25
75

   
   

10
0 

km    
  7

5 
m

i

H
O

N
D

U
R

A
S

コ
ロ
ン
県

エ
ル
・
パ
ラ
イ
ソ
県

オ
コ
テ
ペ
ケ
県

テ
ク
シ
ガ
ル
パ
県

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
算

数
指

導
力

向
上

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

位
置

図

コ
マ
ヤ
グ
ア
県

バ
ジ
ェ
県

テ
ク
シ
ガ
ル
パ
市

Administrator
テキストボックス
地　　　図 



写   真 

 
ナカオメでの教材展示会（１）                   ナカオメでの教材展示会（２） 

 

ナカオメでの協力隊員による PFC 研修（1）          ナカオメでの協力隊員による PFC 研修（２） 

 

試用版の教師用指導書及び児童用作業帳（1～6 年生）  全国配布用に仕様変えを施された教師用指導書

 



評価調査結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名：ホンジュラス共和国 案件名：ホンジュラス算数指導力向上プロジェクト

中間評価調査 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部第 1 グループ 

基礎教育第 2 チーム 
協力金額（評価時点）：2.45 億円 

（R/D）：2003 年 4 月 1 日～ 

2006 年 3 月 31 日
先方関係機関：教育省、国立教育大学 

（延長）： 日本側協力機関：筑波大学 

（F/U）： 

 

 

協力期間 

（E/N）（無償）  
他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

ホンジュラス共和国（以下、ホンジュラス）は、現在、「2015 年までに、男女すべての就学年齢児

について、6 年間の初等教育の完全普及と修了を達成する」という目標を掲げ、多くのドナーの支援

を得て、様々な取り組みを行っている。初等教育課程の純就学率は 95％（2000 年）と高く男女格差

もほとんど見られない一方、修了率は 68.5％（2000 年）、うち正規の 6 年間での修了率は 31.9％とい

う状況であり、中退と留年が現在のホンジュラスにおける教育開発上の主要課題である。 

ホンジュラスにおける留年の主な原因はスペイン語と算数の成績不振であり、また、現職教員の

資質が低いことが問題として挙げられていることから、日本政府はホンジュラスに対し、1989 年か

ら 13 年間にわたり算数分野の青年海外協力隊（以下、協力隊）を派遣し、現職教員研修のための協

力を実施してきた。こうした実績が評価され、算数の教員継続研修の改善・実施、算数科国定教科

書準拠の教師用指導書、児童用作業帳の作成、児童用標準学力テストを使用した教育評価方法の整

備を行う技術協力プロジェクトが要請され、2003 年 4 月から「算数指導力向上プロジェクト」

（Proyecto de Mejoramiento de Enseñanza Tecnica en el Area dl Matemática：通称 PROMETAM）が開始

された。 

 現在 3 年間のプロジェクト期間の折り返し地点を迎えていることから、これまでの実績及び進捗

をレビューし、今後の活動計画について協議するため、中間評価調査団が派遣された。 

 

１-２ 協力内容 

（１）上位目標 

プロジェクトの成果が普及し、対象 5 県以外でも初等教育において教員の算数指導力が向上する。

  
 



 

（２）プロジェクト目標 

指導書などの活用により、対象５県における初等教育の第 1 課程（1－3 学年）と第 2 課程（4－6

学年）の現職教員の算数指導力が向上する。 

 

（３）成果 

１）初等教育における算数教師用指導書が開発される。 

２）初等教育における算数児童用作業帳が開発される。 

３）5 県において研修を受けた教員が算数国定教科書教師用指導書に沿った授業を行なえるよう

になる。 

４）上記 1〜3 の活動を通じカウンターパートの能力が向上する。 

 

（４）投入（評価時点） 

 日本側： 

  長期専門家派遣     2 名 機材供与  14,834,500 円 

  短期専門家派遣     4 名 ローカルコスト負担 19,800,000 円 

  研修員受入       20 名  

  青年海外協力隊員派遣  36 名、シニア海外ボランティア派遣 1 名 

 相手国側： 

  カウンターパート配置  28 名 

  土地・施設提供（事務室 5 部屋、倉庫 2 部屋、国立教育大学内に事務所 1 部屋） 

  ローカルコスト負担  現地通貨 624,785 レンピーラ 

  （1 米ドル = 約 18 レンピーラ、評価時点現在） 

 ２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名   職位） 

団  長：小川 正純 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム 

教育評価：礒田 正美 筑波大学 教育開発国際協力研究センター 

教育計画：村田 敏雄 JICA 人間開発部 課題アドバイザー（国際協力専門員） 

協力企画：小林 英里子 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム 

評価分析：本家 正彦 （株）地域計画連合 

調査期間 2004 年 8 月 22 日〜2004 年 9 月 9 日 評価種類：中間評価 

 ３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

  
 



プロジェクト開始から中間評価までの間に、政権交代による新国家カリキュラム準拠という政府

の教科書作成方針の変更に伴う教師用指導書と児童用作業帳の内容変更及び約 1 ヶ月間に及ぶ教員

待遇改善を訴える全国レベルの教員ストライキなど、プロジェクトの進捗状況に大きく影響を与え

る事態が発生した。これらの政治的な影響にもかかわらず、プロジェクト側の努力により、2004 年

8 月までに 1 学年～6 学年用教師用指導書（試案）及び児童用作業帳（試案）の作成を完了するなど、

おおむね当初計画どおりの実績を達成していることが確認できた。 

研修を受けた教員の教授法の変化に関しては、協力隊員による授業モニタリングの結果から、プ

ロジェクト研修受講者グループはそれ以外の未受講者グループよりも授業において教材を使用する

時間が多くなっていることが分かった。 

上記活動を通じた C/P の能力向上に関しては、プロジェクト専門家により現在までに 54 人のコア･

トレーナーが育成されており、現職教員研修プログラム（Programa de Formacion Continua：通称 PFC

研修）を含む教師教育の場で研修を実施している。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：非常に高い 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、ホンジュラスの国家政策の重点事項である「算数教育分

野の人的資源開発」及びホンジュラス教育政策「2015 年までに男女の学齢児童に対して（等しく）6

年間の初等教育への完全就学と修了を達成する」に合致している。 

また、ホンジュラスの初等教育開発上の主要課題である児童の留年の主な原因は、スペイン語（国

語）と算数の成績不振であること、現職教員の資質の低さが根本問題であることから、本プロジェ

クトはターゲットグループのニーズに合致している。 

 

（２）有効性：良い 

プロジェクト目標の達成状況については具体的データが少ないために明言できないが、研修に参

加した教員の評判は非常に良く、モニタリング結果によると、授業において教材を活用する教員数

が増加していることから、プロジェクト目標が達成される見通しは十分にある。 

 

（３）効率性：非常に良い 

日本及びホンジュラス側の投入は、おおむね適切な時期に効率的に行われており、コスト削減及

びノウハウの移転のため、現地コンサルタントの利用など現地リソースが効率的に活用されている。

一方、予期せぬ 1 学年～3 学年用教材の改訂作業が発生したために、短期専門家 1 名とローカルコン

サルタントの雇用を行ったほか、協力隊員との連携強化のためにシニア隊員 1 名を追加派遣した。

 

  
 



（４）インパクト：大きい 

新規教員養成及び現職教員研修にプロジェクトの教師用指導書及び児童用作業帳の採用を決定

し、2005 年から国定教材として全国配布を決定していること、7 学年～9 学年用教師用指導書と児童

用作業帳についても PROMETAM 方式での作成を行うことが決定されたことから、本プロジェクト

のホンジュラス算数教育に対するインパクトは非常に大きいと言える。 

他ドナーも本プロジェクトに高い関心を示しており、カナダによる教材印刷・全国配布への資金

供与等の支援が予定されている他、スペインよりインストラクターの指導要請を受けたり、日本－

チリ・パートナーシップ・プログラムにおいて開催されている地域算数教育セミナーにおいて、専

門家が PROMETAM 手法を紹介するなどの活動も行っている。更に、中南米諸国の幾つかの国では

プロジェクトの成果に高い関心を寄せており、本プロジェクトを核とした広域算数教育協力が計画

されている。 

 

（５）自立発展性：非常に高い 

教育省は新規教員養成及び現職教員研修にプロジェクトの教師用指導書及び児童用作業帳の採用

を決定し、2005 年から国定教材として全国配布を決定していること、プロジェクトにおいてホンジ

ュラス人材の研修実施能力及び教材作成能力を育成していることから、自立発展性が確保される見

込みは高い。一方、教材の全国配布にかかる 2006 年以降の予算手当ては明確ではないことから、継

続的な予算確保に向けた検討が急務となっている。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

本プロジェクト開始前 13 年間にわたって協力隊による現職教員研修派遣が行われてきたが、この

研修は教育省の公式な制度として正式に認可されたものではなかったため、研修受講者のインセン

ティブを維持することが困難であった。技術協力プロジェクト化された後は、プロジェクトで行う

算数科の研修を大学の単位取得の条件とすることで、研修受講者のインセンティブを維持すること

に成功した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

ホンジュラスをはじめ多くの中南米諸国では、数年毎に政権交代が起こり、それに伴って教育省

の人員も配置換えとなってしまう。このため、C/P が教育省関係者だけである場合、プロジェクトの

成果が政権交代によって失われてしまうこととなる。本プロジェクトでは、教育省のみならず教育

大学とも連携することにより、そのリスクを回避するとともに、教育大学の研究者の知見をプロジ

ェクトに活用することが可能となった。 

  
 



 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

プロジェクト開始当初より、研修を受講した教員の学校現場におけるモニタリングは、アカデミ

ック・ラーニング・タイム法（教員の教室活動を定量的に測定する評価手法）により、協力隊員が

実施していた。しかしながら、業務負担の増大や定性的な授業評価の必要性の高まりから、モニタ

リング手法及び体制の見直しを行うこととなったため、現在はプロジェクト活動としてのモニタリ

ングは計画的に行われてはいない。教師用指導書と児童用作業帳の改訂及び PFC 研修後の授業評価

実施のためには、現場での効果の発現を正確に測定することが必要であることから、授業評価手法

の確立と実施体制の整備が急務である。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）算数科カリキュラムの改訂に伴い教科書が廃止された。プロジェクト開発の教師用指導書と

児童用作業帳は教科書準拠となっているため、先に完成していた 1～3 年生向の指導書と作業

帳の見直しを早急に行わなければならなくなった。これに対し、専門家 1 名がほぼ専任の形

で見直し作業に取り組むこととし、プロジェクト終了時までに完成させることで教育省と調

整を図った。 

２）プロジェクト・サイトにおいては、基本的に協力隊員による活動が中心となり、今のところ

PFC 研修については順調に行われている。しかしながら、研修後のフォローアップについて

は地区教育委員会の支援を必要とするものの、この対応が各地区によって大きく異なること

が判明した。この点に関して、本調査団より教育省が今後、県／地区教育事務所を適切に指

導することを提案し、ホンジュラス側と合意した。 

３）プロジェクトにおいて協力隊員は重要な役割を担っており、教育次官をはじめホンジュラス

側関係者も、専門家の活動同様、協力隊員の活動を極めて高く評価している。他方、プロジ

ェクト内においては、当初協力隊員のマネジメントはチーフアドバイザーの業務であったが、

その負担が極めて大きかったため、2003 年 11 月の時点で協力隊員マネジメント業務をチーフ

アドバイザー業務から外し、事務所のボランティア調整員が担当することとなった。加えて、

2004 年 6 月よりプロジェクトに協力隊員マネジメント専任のシニア隊員が配属となり、現在

は良好なマネジメントが行われている。 

 

３-５ 結論 

本プロジェクトは、中間評価が実施されるまでの 1 年半の間に順調に進捗し、着実に成果を挙げ

ていることが確認された。また、プロジェクトを取り巻く環境の変化により、ホンジュラスにおけ

  
 



るプロジェクトの重要性はこれまで以上に増し、教育関係者をはじめ各方面から大きな期待が寄せ

られている。今後は、本調査団の提言等を参考に活動を継続することにより、終了時にはプロジェ

クト目標を達成し、上位目標に貢献できると見込まれる。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）授業評価活動の再開と強化 

 上述のとおり、現地事情に即した授業評価手法の確立と実施体制の整備が急務となっていること

から、「授業評価」短期専門家の早期派遣による授業評価手法の確立と、現地人材を中心とする授業

評価チームの結成による授業評価活動の再開と強化が必要である。 

 

（２）協力隊活動支援の強化 

 現職教員研修の実施及び研修後のフォローアップを中心に、極めて重要な役割を担っている協力

隊員に対し、派遣前の技術補完研修の実施、派遣中の個別研修機会の確保、PFC 研修マネジメント

（特にモニタリング）の改善による協力隊員活動支援の強化を行うことが望ましい。 

 

（３）カウンターパート育成機能の強化 

ホンジュラス教育省は、PFC 研修とは別に国定教材の全国配布に伴う現職教員研修の全国的な実

施を計画しており、中央・県・地区の各レベルのプロジェクト・カウンターパートが中心的な役割

を担う人材として想定されていることから、プロジェクトにはこれまで以上にカウンターパート育

成機能の強化が求められる。 

 

（４）児童用作業帳の継続的な全国配布 

 2005 年からプロジェクトで作成した教師用指導書と児童用作業帳が全国配布されることが決定し

ているが、資金調達の難しさから中長期的な作業帳の配布計画は未定となっており、予算化を含め

た児童用作業帳の継続的な全国配布計画の立案と実現が強く望まれる。また、作業帳の全国配布に

関しては確実に児童の手にわたるよう、全国教材配布システムの構築が不可欠であり、教育省の早

急な対応を期待したい。 

 

３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営

管理に参考となる事柄） 

（１）現状を踏まえた適切かつ明快なアプローチ 

 ホンジュラスを含め多くの途上国においては、現職教員の研修システムが質的にも量的にも十分

ではなく、特に農村部においては、教員の低い指導力が問題点として指摘されている。本プロジェ

  
 



クトでは教師が指導を行う際に手元に置いて参照できる指導書、言い換えれば教師用の「赤本」を

作成するというアプローチを採ることにより、何も参照するものがないまま指導を行っているとい

う現状を少しでも改善し、多数の教師がある程度のレベルの授業を実施できるようになることを目

指した。このように、プロジェクトの対象者である教師の現状や問題点を正しく踏まえて、狙いを

明確にすることは、プロジェクト・デザインを考える上で重要である。 

 

（２）政権交代に左右されない実施体制の構築 

 現地の大学や研究機関等、政権交代の影響に左右されない機関をプロジェクトに関与させること

により、成果を持続的に残す仕組みを構築することができる。 

 

（３）C/P 及びプロジェクト対象者のインセンティブ 

 プロジェクトで実施する研修の制度化は一朝一夕には実現できないことであるが、対象国の現職

教員研修（若しくは新規教員養成）制度を詳細に調査した上で、プロジェクトで行う研修の内容を

検討し、継続性・汎用性のあるメカニズムを構築することが望ましい。 

 

（４）教育省アドバイザーとの連携 

 ホンジュラス教育省には政策アドバイザー個別専門家が派遣されており、プロジェクトと密接に

連携しつつ活動を進めている。現場の状況を知ることが出来るプロジェクトの専門家と、国全体の

教育の状況を把握しプロジェクトにはなかなか入ってこない情報を入手できる教育省アドバイザー

という立場の専門家とが有機的に連携することで、プロジェクトの成果を最大限に発現し、国内外

に対して大きな波及効果をもたらすことが可能となる。 

 

（５）協力隊との連携 

PROMETAM では、プロジェクト・サイトでの PFC 研修の実施・モニタリングを行う協力隊員を

プロジェクトのコンポーネントとして組み入れている。協力隊員が現場レベルで活動を行うことに

より、教員が直面している問題を把握することができ、研修をより実践的・効果的な内容に改善す

るためのフィードバックを得ることができる。一方、先述のとおり、プロジェクト配属という位置

づけであるがゆえに、活動に制約を受けることを不満に感じる協力隊員も中にはいる。技術協力プ

ロジェクトとボランティアとの連携を図る場合には、ボランティアの特質をよく理解した上で、連

携の方法を慎重に検討する必要があろう。 

 

  
 



 

第１章 運営指導（中間評価）調査団の派遣 

 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ホンジュラス共和国（以下、ホンジュラス）は、現在「2015年までに、男女すべての就学年齢児に

ついて、6年間の初等教育の完全普及と修了を達成する」という目標を掲げ、多くのドナーの支援を

得て、様々な取り組みを行っている。初等教育課程の純就学率は95％（2000年）と高く、男女格差も

ほとんど見られない一方、修了率は68.5％（2000年）、うち正規の6年間での修了率は31.9％という状

況であり、中退と留年が現在のホンジュラスにおける教育開発上の主要課題である。 
ホンジュラスにおける留年の主な原因はスペイン語と算数の成績不振であり、また、現職教員の指

導力が低さが問題として挙げられていることから、日本政府はホンジュラスに対し、1989年から13
年間にわたり算数分野の協力隊を派遣し、現職教員研修のための協力を実施してきた。こうした実績

が評価され、算数の教員継続研修の改善・実施、算数科国定教科書準拠の教師用指導書、児童用作業

帳の作成、児童用標準学力テストを使用した教育評価方法の整備を行う技術協力プロジェクトが要請

され、2003年4月から「算数指導力向上プロジェクト」（Proyecto de Mejoramiento de Enseñanza Tecnica 
en el Area de Matemática：通称 PROMETAM）が開始された。 
 現在 3 年間のプロジェクト期間の折り返し地点を迎えていることから、これまでの実績及び進捗

をレビューし、今後の活動計画について協議するため、中間評価調査団が派遣された。 
 
 

１－２ 調査方法 

① R/D 及び活動計画に基づき、プロジェクトの投入実績、活動実績、計画達成度を調査・確認し、

問題点を整理する。 
② PDM を見直し、定量的な評価指標の設定について検討するとともに、必要となるデータの収集

を行う。 
③ 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から、プロジェクト

チーム、ホンジュラス側関係者とともにプロジェクトの中間評価を行う。 
④ 上記の評価結果に基づき、プロジェクト継続の妥当性について判断するとともに、プロジェク

トチーム、ホンジュラス側関係機関の双方に対し必要な提言を行い、今後の活動計画について

協議する。 
⑤ 本協議結果を双方の合意事項としてミニッツに取りまとめる。 
 
 
１－３ 調査団の構成 

  氏  名 派遣期間 所  属 

1 団  長 小川 正純 8/27～9/9 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム 

2 教育評価 礒田 正美 8/22～9/3 筑波大学 教育開発国際協力研究センター 

3 教育計画 村田 敏雄 8/27～9/9 JICA 人間開発部 課題アドバイザー 

4 協力企画 小林 英里子 8/27～9/9 JICA 人間開発部第 1 グループ基礎教育第 2 チーム 

5 評価分析 本家 正彦 8/22～9/9 （株）地域計画連合 
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１－４ 調査日程 

月  日 業  務 

8 月 23 日（月） 
JICA ホンジュラス事務所との打合せ 
専門家との協議 
教育大学算数科との協議 

8 月 24 日（火） 

専門家及び C/P との協議 
教育省関係者へのインタビュー 
PFC 研修関係者へのインタビュー 
INICE 関係者へのインタビュー 

8 月 25 日（水） 
協力隊員活動サイト訪問（ダンリ及びグイノペ） 
授業観察及び先生へのインタビュー（ダンリ） 

8 月 26 日（木） 
専門家及び C/P との協議 
授業観察及び先生へのインタビュー（ダンリ） 

8 月 27 日（金） 
専門家及び C/P との協議 
授業観察及び先生へのインタビュー（ダンリ） 

8 月 28 日（土） 
協力隊員活動サイト訪問（ナカオメ） 
協力隊員との意見交換 

8 月 29 日（日） 調査結果中間とりまとめ、団内打合せ 

8 月 30 日（月） 

JICA ホンジュラス事務所との打合せ 
在ホンジュラス日本大使館表敬 
教育大学表敬 
専門家との協議 
協力隊員との意見交換 

8 月 31 日（火） 

国際協力庁表敬 
教育大学の教員及び学生へのインタビュー 
教育省表敬 
専門家との協議 

9 月 1 日（水） 
スペイン及びカナダへのインタビュー 
専門家及び JICA ホンジュラス事務所との協議 

9 月 2 日（木） ミニッツ案作成 
9 月 3 日（金） ミニッツ案協議 

9 月 4 日（土） 合同調整員会開催準備 

9 月 5 日（日） 調査結果取りまとめ、団内打合せ 

9 月 6 日（月） 
ミニッツ案協議 
JICA 事務所報告 

9 月 7 日（火） 
合同調整委員会 
ミニッツ署名、交換 
在ホンジュラス日本大使館報告 
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１－５ 主要面談者 

＜ホンジュラス側＞ 

① 教育省 

Mr. Carlos Ávila Molina 大臣 
Ms. Elia del Cid Andrade 次官 
 

② 国立教育実践研究所（INICE） 

Mr. José Hernán Montúfar Chinchilla 所長 

 

③ 教育大学 

Mr. Ramón Ulises Salgado Peña 学長 

Mr. Julio César Navarro PFC 研修局長 

 

④ 国際協力庁（SETCO） 

Ms. Brenie Liliana Matute Alas 大臣 
Ms. Guadalupe Hung Pacheco 次官 
Ms. Casta Alicia Mejia 局長  

 
＜日本側＞ 

① 在ホンジュラス日本国大使館 

長沼 始 参事官 
植松 聡 一等書記官 

 
② プロジェクト 

關谷 武司 専門家（チーフアドバイザー） 
木村 英一 専門家（算数教育） 
阿部 しおり 専門家（教材作成） 
佐藤 徹 シニア隊員（PROMETAM 協力隊員コーディネーター） 
プロジェクト配属協力隊員 20 名 
 

③ 日本人専門家 

西方憲弘 個別派遣専門家（基礎教育強化） 
 

④ JICA ホンジュラス事務所 

高野 剛 所長 
富安 誠司 次長 
平 知子 所員 
清水 義朝 青年海外協力隊調整員 
岡村 美由規 広域企画調査員 

- 3 - 
 



第２章 要 約 

 
２－１ 要 約 

2003 年 4 月に開始された本プロジェクトは、両国の緊密な連携と不断の努力により、中間評価が

実施されるまでの 1 年半の間に順調に進捗し、着実に成果を挙げていることが確認された。また、

プロジェクトを取り巻く環境の変化により、ホンジュラスにおけるプロジェクトの重要性はこれま

で以上に増し、教育関係者をはじめ各方面から大きな期待が寄せられている。 
 具体的には、本プロジェクトで作成した教師用指導書及び児童用作業帳が国定教材として 2005
年より全国配布され、現職教員研修及び新規教員養成課程の教材として使用されることが 2004 年 3
月に決定されたことは、本プロジェクトがホンジュラス側から高い評価を受けていることの現われ

と言える。日本の協力により開発された教材が一国の国定教材として認められ、全国配布されるこ

とは画期的なことである。2005 年の全国配布は「万人のための教育（Education for All：EFA）」支

援のために予算化されたカナダの資金により印刷され、各県の教育委員会まで配布されることにな

っているが、そのためには県レベルから確実に各学校まで配布されるためのシステムの確立が必要

とされる。また、2006 年以降については印刷・配布資金確保の見通しが立っていないことから、ノ

ンプロ無償見返り資金の活用可能性の検討等も含め、両国で継続的な予算確保の目途をたてていく

ことも必要である。 
 授業評価については、現地事情を考慮した評価手法の確立が必要とされているため、短期専門家

派遣により対応することを提案したい。評価の実施者として、本調査団より教育大学関係などの現

地人材を中心とした授業評価チームの結成を提案したところ、ホンジュラス側からも評価の必要性

が強く表明され、賛同を得ることができた。 
 今回ナカオメ地区において、協力隊員による PFC 研修の実施状況を視察した。それぞれの協力隊

員が、受講者に分かりやすいよう手作りの教材を作成するなど、様々な工夫をしており、並々なら

ぬ努力の跡が見られるとともに、本プロジェクトにおける協力隊員の役割の重要性を実感した。一

方、地区の PFC 研修担当者が研修実施時のモニタリングをきちんと実施しているとは必ずしも言い

難い状況であったため、本調査団よりホンジュラス側に対して、マネージメント強化について申し

入れを行った。また、PFC 研修受講者の一層の指導力向上のためには、協力隊員が各校を巡回し、

フォローアップを行うことが不可欠であるが、PFC 研修担当者は当該活動を実施できる状況にない。

そこで、地区教育委員会がその実施を担うことになるのだが、現状は地区教育委員会によって対応

が様々であり、必ずしも十分な活動が実現されてはいない。以上のような状況にかんがみ、本調査

団から教育省に対して、より強力な地区教育委員会からの協力が得られるよう、その指導を要請し

た。 
 人材育成の面でも一定の成果が認められた。教材作成能力については、1 学年～6 学年の指導書･

作業帳作成を日本人専門家と一緒に行ってきたホンジュラス側人材の能力が向上し、義務教育化が

決定している 7 学年～9 学年の指導書･作業帳の開発については、ホンジュラス側でチームを結成し

て進める計画である。また研修能力については、現在までに 54 名の中核的人材が育成されており、

今後プロジェクトで開発した指導書に基づく研修を継続的に普及する上での基盤づくりが確実に行

われている。 
 また今般の調査において、教育省次官より、本プロジェクトはホンジュラスにおいて教育省と教

育大学及び日本をはじめとするドナーが一体となって主体的に取り組んだ初めての事業であり、各

組織間の強い連携関係が構築されたことが言及され、ホンジュラス側関係者には極めて重要な意味
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を持つプロジェクトとして受け止められていることが確認された。ホンジュラス側において教育省

と教育大学の連携の下に強いオーナーシップとイニシアチブが醸成されつつあること、日本のプロ

ジェクト･ベースの協力を通じたキャパシティ･ディベロップメントの重要性が認識されている状況

にかんがみ、今後もプロジェクトは順調に進捗していくことが予測される。 
 
２－２ PDM 改訂 

中間評価を機に、これまでのプロジェクトの進捗状況、達成度、今後のプロジェクトの進行を想

定して、「PDM 第 2 版」を作成した（ミニッツを参照）。実施協議調査時に作成された PDM との違

いは以下の通りである。 
 

項 目 内       容 
１.プロジェクト

対象県の追加 
PFC 研修が有料化され受講者の減少が予測されたため、一人当たりの協力隊員

が担当する受講者数の調整を行った結果、バジェ(Valle)県とコマヤグア

(Comayagua)県の２県が追加され、合計 5 県がプロジェクトの対象県となった。

２.日本側投入の

追加 
協力隊員の活動を支援するために、2004 年 6 月よりシニア隊員（一般隊員のマ

ネジメント担当）１名を新たに派遣した。また、隊員の技術支援のために更に

1 名のシニア隊員の派遣が予定されている。 
３.前提条件の変

更 
プロジェクトをより明確に評価するため、前提条件を「教育省が教師用指導書

及び作業帳の全国配布を決定した。また、同教材を利用した全国レベルの教員

研修計画を有している。」と変更した。 
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第３章 計画達成度 
 

３－１ 実績と現状の総括 

プロジェクト開始から中間評価までの間に、政権交代による新国家カリキュラム準拠という政府

の教科書作成方針の変更に伴う教師用指導書と児童用作業帳の内容変更、約 1 ヶ月間に及ぶ教員待

遇改善を訴える全国レベルの教員ストライキなど、プロジェクトの進捗状況に大きく影響を与える

事態が発生した。これらの政治的な影響にもかかわらず、プロジェクト側の努力により 2004 年 8
月までに 1 学年～6 学年用教師用指導書試案及び児童用作業帳試案の作成が完了するなど、おおむ

ね当初計画どおりの実績を達成していることが確認できた。しかし、プロジェクトの効果をより正

確に測定するために、現地事情を考慮した授業評価手法の確立が必要とされている。 
 
３－２ 投入実績 

３－２－１ 日本側投入 

プロジェクト開始以来、中間評価までの日本側投入は以下の通りである（詳細はミニッツ

Annex2、5－8、12 参照）。 
 

（１）専門家派遣 

2 名の長期専門家、延べ 4 名の短期専門家がほぼ計画どおり派遣された。ただし、教師用指導

書と児童用作業帳の改訂及び PFC 研修受講後の授業評価実施のためには、現地事情を考慮した授

業評価手法の確立と実施体制の整備が急務であることから、「授業評価」短期専門家の早期派遣が

望まれる。 
 

（２）青年海外協力隊員等ボランティアの派遣 

36 名の青年海外協力隊員及び 1 名のシニア海外ボランティアがほぼ計画どおり派遣された。た

だし、早期帰国隊員 2 名が発生しており、プロジェクトにおける協力隊員の活動を支援するため

に、2004 年 6 月よりシニア隊員（一般隊員のマネジメント担当）１名が新たに派遣されている。

また、隊員の技術支援のために、更に 1 名のシニア隊員の派遣が予定されている。 
 

（３）機材供与 

平成 15 年度の実績では本邦調達 2,424,500 円と現地調達 12,410,000 円で合計 14,834,500 円、16
年度計画 1,530,000 円相当額を供与（予定）している。具体的内訳は、プロジェクトで必要な資機

材（車両、コンピューター関連機材など）及び研修に必要な資機材（プロジェクターなど）とな

っている。 
 

（４）ローカルコスト負担 

平成 15 年度実績で計 19,800,000 円、16 年度計画 16,317,000 円相当額を支出（予定）している。

当該ローカルコストは主にプロジェクト運営経常経費である。 
尚、7 学年～9 学用教師用指導書及び児童用作業帳の開発をホンジュラス側がチームを結成して

進める計画を支援するために、追加費用 US$48,000 を予定している。 
 

（５）研修員受入れ 
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算数教育 14 名、教員研修 3 名、教育管理 3 名、計 20 名がプロジェクトの進捗情況に応じて本

邦研修を受けた。 
 
３－２－２ ホンジュラス側投入 

プロジェクト開始以来、中間評価までのホンジュラス側投入は以下の通りである。（詳細はミニッ

ツ Annex2、10、12 参照） 
 

（１）カウンターパート及び運営管理人員の配置 

中央レベルでは、教育省、当省管轄機関である国立教育実践研究所（Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación Educativa：INICE）及び国立教育大学など、PROMETAM の実施に係る

カウンターパート機関から 7 名が配置されている。県及び地区レベルでは、エル・パライソ県、

オコテペケ県、コロン県、バジェ県、コマヤグア県の各 5 県の県教育委員会責任者、各県内のプ

ロジェクト対象地区の地区教育委員会責任者、PFC 地区コーディネーターなど、地方展開を図る

ためのカウンターパートが配置されている。ダンリ地区教育委員会会長やグイノペ地区 PFC コー

ディネーターのように本邦研修受講経験者が配置されている地区においては、協力隊員の活動に

対する理解と支援は良好であることが確認できた。また、秘書及び運転手各 1 名など、プロジェ

クト運営上必要な人員が配置されている。 
 
（２）建物等の提供 

プロジェクトに必要な建物や施設は、教育省 INICE の中に事務室 5 部屋と倉庫 2 部屋、国立教

育大学内に事務所 1 部屋が提供されており、当初の計画以上の整備情況となっている。 
 

（３）運営費の負担 

当初予算と比較して、教育省でコンピューター技術者（グラフィクデザインなど）雇用 3.5 ヶ

月と車両 2 台の自動車保険、国立教育大学でコンピューター技術者雇用 3 ヶ月などの予定外の費

用発生により、2003 年度は 624,785 レンピーラが支出された。2004 年度計画は 627,983 レンピー

ラとなっている（1 米ドル=約 18 レンピーラ）。 
なお、7 学年～9 学年用教師用指導書及び児童用作業帳の開発チームを結成して作成を進める計

画を実施するために、教育省及び国立教育大学は追加費用として計 US$51,600 を予定している。 
 
３－３ 活動実績 

PDM に基づく成果並びに活動の実績は以下のとおりである。なお、成果、その指標並びに活動の

各項目の内容については PDM を、また活動実績詳細についてはミニッツ Annex2 を参照のこと。 
 

３－３－１ 成果の概要 

成果１ 

初等教育における算数教師用

指導書が開発される。 

 
既存教科書準拠から新国家カリキュラム準拠にホンジュラスの方

針が変更になったために、1 学年～3 学年の教師用指導書と児童用

作業帳の見直しを余儀なくされているが、2004 年 8 月に当初の計

画どおり 1 学年～6 学年までの指導書試案を作成することができ

た。 
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成果２ 

初等教育における算数児童用

作業帳が開発される。 

 
教師用指導書と同様に、作業帳もホンジュラスの方針変更による

見直しを余儀なくされていたが、当初の計画どおり 1 学年～6 学

年までの作業帳試案を作成することができた。 
成果３ 

3 県において研修を受けた教

員が算数教師用指導書に沿っ

た授業を行えるようになる。 

 
協力隊員による授業モニタリングの結果から、プロジェクト研修

受講者グループはそれ以外の未受講者グループよりも授業におい

て教材を使用する時間が多くなっていることが分かった。プロジ

ェクトの効果をより正確に測定するための授業評価手法の確立が

必要である。 
成果４ 

上記 1～3 の活動を通じて C/P
の能力が向上する。 

 
プロジェクト専門家により現在までに 54 人のコア･トレーナーが

育成されており、現職教員研修プログラム（PFC 研修）を含む教

師教育の場で研修を実施している。 
 
３－３－２ 活 動 

活動実績（ミニッツ Annex2）及び活動計画（ミニッツ Annex4）を照らし合わせた結果、ホンジ

ュラスの新国家カリキュラム準拠への方針変更や全国教員ストにもかかわらず、プロジェクトスタ

ッフの努力により、ほぼ全ての活動がおおむね当初の計画どおり達成されつつあることが確認でき

た。各活動の実績と現状は以下のとおりである。 
 

成果１ 

（１－１）当初の計画通り 2004 年 8 月までに 1 学年～6 学年用の教師用指導書試案を作成した。 
（１－２） 1 学年～3 学年用の教師用指導書試案は算数授業において実際に利用しながら検証し

た。更に、教育省は他の PFC 研修において、4 学年～6 学年用教師用指導書試案を実

際に使用して検証を行っている。 
（１－３）協力隊員の授業モニタリングにより 500 件以上のデータを収集したが、未だ詳細な分

析をするに至っていない。しかし定性的には、プロジェクトの PFC 研修未受講の教員

グループと研修受講グループとを比較すると、研修を受講した教師グループの方がよ

り多く教材を活用していることが観察されている。 
（１－４）1 学年～3 学年用の教師用指導書は、授業モニタリング結果により一度改訂されている

が、現在は廃止されている教科書に準拠して作成された教材であり、現行の新国家カ

リキュラムに準拠した教材にするために、現在改訂作業を実施している。 
（１－５）既に 1 学年～6 学年用教師用指導書試案は作成されている。当初計画では 2004 年 9 月

以降、随時完成版が作成される予定となっている。 
 

成果２ 

（２－１）当初の計画通り2004年8月までに1学年～6学年用児童用作業帳試案を作成している。 
（２－２）1 学年～3 学年用作業帳試案は算数授業において実際に利用しながら検証している。 
（２－３）協力隊員の授業モニタリングにより 500 件以上のデータを収集した。しかし、未だ詳

細なデータの分析は行われていない。定性的には、プロジェクトの研修を受講した教

師グループでは、授業中に教材を活用している時間が、研修未受講教師グループと比
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較して、より多いことが観察されている。 
（２－４）1 学年～3 学年用作業帳は、授業モニタリング結果により一度改訂されている。しかし、

作業帳は現在廃止になった教科書に準拠しているために、新国家カリキュラムに準拠

したものに改訂する必要があるため、現在改訂作業を行っている。 
（２－５）既に 1 学年～6 学年用児童用作業帳試案は作成されている。当初計画では 2004 年 9 月

以降、随時完成版が作成される予定となっている。 
 

成果３ 

（３－１）1 学年～6 学年用 PFC 研修としての算数現職教員研修計画を作成している。 
（３－２）PFC 研修としての算数現職教員研修は、PROMETAM が開発した教師用指導書及び児

童用作業帳により 1 学年～3 学年用研修を実施した。 
（３－３）プロジェクトによる PFC 研修を受講した教員の算数指導法試験は、3 学年まで行った。 
（３－４）定量的分析であるアカデミック・ラーニング・タイム法を最初の半年間行った。現在、

定性及び定量の両面から授業分析を行うことができる現地事情に適した手法を検討し

ている。 
（３－５）アカデミック・ラーニング・タイム法を用いた協力隊員の授業モニタリングにより 500

件以上のデータを収集した。これらのデータはまだ詳細には分析されていないが、プ

ロジェクトの PFC 研修を受講していない教員グループと比較して、プロジェクトの研

修を受講した教員グループにおいては、教材をより多く活用していることが観察され

ている。 
（３－６）2 学年の試験が行われている。 
 

成果４ 

（４－１）プロジェクトは、カウンターパートと協力して教材作成を行うと同時に、県レベルで

活動できる 54 名の中核教員の育成を行っている。更に、将来プロジェクトの中核人材

となり得る人員に対して、20 名の本邦研修を実施している。 
（４－２）教育省と国立教育大学は、地区教育委員会と地区 PFC コーディネーターとの間でプロ

ジェクトの経験を相互に十分に共有しているとは言えない。 
 

３－４ 成果達成状況                           

上位目標、プロジェクト目標、成果の達成状況は以下の通りである。 
 

項目 達 成 状 況 
上位目標 

プロジェクトの成果が普

及し、3 県以外でも初等教

育において教員の算数指

導力が向上する。 

 
・ 現時点で、上位目標の達成状況を評価するのは時機尚早であるが、

教育省が教員養成及び現職教員研修にプロジェクトの教師用指導

書と児童用作業帳の利用を決定したこと、2005 年から正式教材と

して全国配布することを決定したことなどを勘案すると、プロジェ

クトは上位目標の達成に向かって進んでいると言える。 
プロジェクト目標 

指導書等の活用により、オ

コテペケ県、コロン県、エ

 
・ プロジェクト目標の実績を具体的なデータにより示すことは未だ

できていない。しかし定性的には、研修に参加した教員の評判は非
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ル・パライソ県における初

等教育の第 1 課程（1 学年

～3 学年）と第 2 課程（4
学年～6 学年）の現職教員

の算数指導力が向上する。 

常に良く、教材を利用する教員数も増加している。 
・ 協力隊員によるアカデミック・ラーニング・タイム法の定量的分析

によると、プロジェクトの研修を受講した教員グループは、研修未

受講の教師グループと比較すると教材をより活用していることが

観察されている。 
・ 現状では授業評価が適切に行われていないことから、早期に現地事

情を考慮した授業評価手法の確立が望まれる。 
成果１ 

初等教育における算数教

師用指導書が開発される。 

 
・ 2004 年 8 月に、当初の計画どおり 1 学年～6 学年までの教師用指導

書（試案）を作成することができた。 
・ ホンジュラスの方針が、既存の教科書準拠から新国家カリキュラム

準拠に変更になったため、1 学年～3 学年の教科書の見直し作業が

必要となっている。 
成果２ 

初等教育における算数児

童用作業帳が開発される。 

 
・ 2004年 8月に当初の計画どおり 1学年～6学年までの作業帳（試案）

を作成することができた。 
・ 教師用指導書と同様に、作業帳もホンジュラスの方針変更による見

直し作業が必要となっている。 
成果３ 

3 県において研修を受けた

教員が算数教師用指導書

に沿った授業を行えるよ

うになる。 

（３－１現職教員研修の受講者数） 

・ 1 学年～3 学年用現職教員研修の受講者は 224 名となっている。 
 
（３－２現職教員研修修了者数） 

・ 213名の教員が修了試験で60％以上の得点を獲得して3学年用研修

を修了した。 
 
（３－３現職研修修了者が行う授業評価） 

・ 協力隊員による授業モニタリングにより 500 件以上のデータを収

集したが、未だ詳細な分析は行われていない。しかし定性的には、

プロジェクト研修受講者グループは研修未受講者グループと比較

すると、授業において教材を使用する時間がより多くなっているこ

とが確認されている。 
・ プロジェクトの効果をより正確に測定するための授業評価手法の

確立が必要である。 
成果４ 

上記 1～3 の活動を通じて

C/P の能力が向上する。 

 
・ プロジェクト専門家により、現在までに 54 人のコア･トレーナーが

育成されており、PFC 研修を含む教師教育の場で研修を実施してい

る。 
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第４章 中間評価結果 

 
４－１ 評価 5 項目による評価 

評価 5 項目の観点からプロジェクト評価を行った結果は以下の通りである。 
 

項目 結果 概         要 

妥 
当 
性 

非 
常 
に 
高 
い 

（必要性） 

・ホンジュラスの初等教育開発上の主要課題は児童の中退と留年であり、留年の主な

原因は、スペイン語（国語）と算数の成績不振となっている。 
・現職教員の指導力の低さも問題となっている。プロジェクトは教員の指導力向上を

目指しておりターゲットグループのニーズに合致している。 
 
（優先度） 

・ホンジュラス政府は国家計画において算数教育分野の人的資源開発に高い優先度を

付けている。 
・プロジェクト目標はホンジュラス教育政策「2015 年までに男女の学齢児童に対して

（等しく）6 年間の初等教育への完全就学と修了を達成する」に合致している。 
・教育は JICA ホンジュラス事務所、ホンジュラス ODA タスクフォース、ホンジュラ

ス PRSP の最重点分野の一つである。 
 
（手段としての適切性） 

・以前は教材を使用して授業を行うことが少なかったが、プロジェクトが開発した教

師用指導書と児童用作業帳の活用により、授業がより的確に行われるようになる。

・プロジェクト対象 3 県は、事前の定性的・定量的分析により、社会的及び地理的な

条件などを考慮して選択されている。今回の中間評価を機に、PFC 研修が有料化さ

れ受講者の減少が予測されるため、一人あたりの協力隊員が担当する受講者数の調

整を行った結果、バジェ県とコマヤグア県の 2 県が追加され、合計 5 県がプロジェ

クト対象県となった。 
・日本政府は、1989 年から 13 年にわたり算数分野の協力隊員約 60 名を派遣し、現職

教員研修のための協力を実施してきた。 
 

（その他） 

・教育省は、プロジェクトで作成した教師用指導書及び児童用作業帳を国定教材とし

て 2005 年より全国配布し、現職教員研修及び新規教員養成課程の教材として使用す

ることを 2004 年 3 月に決定している。 
・2005 年の全国配布について、EFA 支援のために予算化されたカナダの資金により印

刷され、県教育委員会まで配布されることになっている。 
・スペイン・ルイスランダプロジェクトは、プロジェクトの成果を活用した教員研修

を実施している。 
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有 
効 
性 

良 
い 

 

（プロジェクト目標の達成予測） 

・プロジェクト目標の達成状況については、具体的データが少ないために明言できな

いが、研修に参加した教員の評判は非常に良い。 
・協力隊員及び PFC 研修によるモニタリング結果によると、授業において教材を活用

する教員数が増加している。 
・プロジェクトの成果はプロジェクト目標の達成に有効である。 
 
（阻害要因） 

・2005 年の教材の全国配布は各県の教育委員会まで配布されるが、軍隊の支援を予定

しているものの、確実に各学校まで配布されるためのシステムは確立されていない。

・2006 年以降の教材の印刷・配布資金確保の見通しが未定となっている。 
・地区 PFC 研修担当者による研修実施時のモニタリングが不十分である。 
 
（因果関係） 

・2004 年 7 月から約 1 ヶ月間、全国レベルでの教員ストライキが発生した結果、教材

作成には影響が少なかったものの、教員研修には影響が及ぶこととなった。 
・プロジェクトの成果はプロジェクト目標の達成に有効である。 

効 
率 
性 

 

非 
常 
に 
良 
い 

（成果の達成状況） 

・1～6 学年の教師用指導書（試案）及び児童用作業帳（試案）は当初の計画よりも早

期に作成されていた。 
・プロジェクトは、PFC 現職教員研修において、県レベルで講師を勤めることが可能

な 54 名の中核教員の養成を行っている。 

（因果関係） 

・1 学年～3 学年用教材の予期せぬ改訂作業が発生したために、短期専門家 1 名とロー

カルコンサルタントの雇用を行った。 
・協力隊員との連携強化のためにシニア隊員 1 名を派遣した。なお、協力隊員の技術

支援のためにシニア隊員 1 名の追加派遣が予定されている。 
・プロジェクトリーダーである専門家 1 名が、業務調整と事業評価を行うことは業務

量が膨大になるところから、現地職員 1 名を追加雇用した。 
・協力隊員の活動が効率的になされるには地区教育委員会及び地区 PFC研修担当者と

の連携が必要であるが、地区責任者が本邦研修受講者である場合、支援が効果的に

行われていた。 
 
（タイミング） 

・日本及びホンジュラス側の投入は、おおむね適切な時期に効率的に行われた。 
 
（コスト面） 

・プロジェクトのコスト削減及びノウハウの移転のため、現地コンサルタントの利用

など現地リソースが効率的に活用されている。 
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イ 
ン 
パ 
ク 
ト 

大 
き 
い 

（上位目標の達成予測） 

・プロジェクトはホンジュラスの算数教育分野で幅広いインパクトを与えている。ホ

ンジュラス教育省は、2005 年からプロジェクトが開発した教材を国定教材として全

国配布すること、教材を利用した全国教員研修を開始することを決定した。 
 
（波及効果） 

・他ドナーも本プロジェクトに高い関心を示しており、カナダ・プロメサスプログラ

ムによる教材印刷・全国配布への資金供与等の支援が実施段階にある。 
・スペイン・ルイスランダプロジェクトより約 20 名のインストラクターが

PROMETAM 指導法セミナー（1 学年～3 学年用）を受講しており、プロジェクト対

象県以外のオランチョ県、ジョロ県及びグラシアス・アディオス県等にプロジェク

ト成果の普及が見込まれる。 
・ホンジュラス側は自ら 7 学年～9 学年用教師用指導書と児童用作業帳の作成を行う

と表明し、そのための予算と実施計画を作成している。 
・日本－チリ・パートナーシップ・プログラムにおいて、年 1 回開催されている地域

算数教育セミナーで、専門家 1 名が PROMETAM 手法を紹介する予定である。 
・中南米諸国の幾つかの国ではプロジェクトの成果に高い関心を寄せており、プロジ

ェクト成果をより広く普及させる計画（案）がある。 
自 
立 
発 
展 
性 

非 
常 
に 
高 
い 

（政策・制度面） 

・ホンジュラスは「2015 年までに、男女すべての就学年齢児について、6 年間の初等

教育の完全普及と修了を達成する」という方針を堅持している。また、EFA－FTI
によるコモン・ファンドの活用を予定している。 

・教育省は新規教員養成及び現職教員研修にプロジェクトの教師用指導書及び児童用

作業帳の採用を決定し、2005 年から国定教材として全国配布を決定している。 
 
（組織・財政面） 

・教育省と国立教育大学の協力関係は非常に良い。 
・2005 年から教師用指導書と児童用作業帳の全国配布は決定されているが、2006 年以

降の予算手当ては明確ではない。 
 
（オーナーシップ） 

・ホンジュラス側は、自ら第 3 課程（7 学年～9 学年）用教師用指導書と児童用作業帳

作成のためのチームを新たに結成することを決定した。 
・ホンジュラス側はプロジェクトの教材を国レベルで現職教員及び教員養成研修に採

用することを決定している。 
 
（技術面） 

・プロジェクトは 1 学年～6 学年用の教師用指導書・児童用作業帳作成を通して、日

本人専門家とカウンターパートが協力しながら現地教員に受容される教材開発を行

っており、ホンジュラス人材の教材作成能力を育成している。 
・プロジェクトは県レベルで活躍できる 54 名中核指導教員を養成しており、研修能力

向上に貢献している。 
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４－２ カウンターパート機関に対するインタビュー調査結果 

地方レベルの責任者と中央レベルの実務担当者を中心に聞き取り調査を行った。要旨は以下の通り

である。 
 

C/P 機関名 要      旨 
教育省 
課長補佐 
Mr.Ramon Rosa 
Ramire 

プロジェクトの評価項目である妥当性、有効性、効率性は非常に良いと判断して

いる。インパクトは、ホンジュラスの教育方針から判断して全国レベルで波及す

ることが想定される。自立発展性に関しては、現職教員研修を支援するための国、

県、地域レベルの担当部署を創設することを考えている。プロジェクトが開発し

た教材は、教員の指導方法を改善し児童の理解を促進している。 
INICE 
所長 
Mr.Jose Herman 
Montufar 

プロジェクトが開発している指導書と作業帳は新カリキュラムに準拠しており、

ホンジュラスの方針との妥当性は高い。また、プロジェクトは両国の共同プロジ

ェクトであり、ホンジュラスの方針から判断してインパクトは国レベルで波及す

るだろう。7 学年～9 学年用の教材が未完成のため、プロジェクトのサポートを

得て作成することを希望している。 
教育大学 
算数学科他 
Mr.Julio Navarro 

プロジェクトはホンジュラスの算数教育の向上に貢献している。教員の教材に対

する評価は非常に高く、教材の活用率も向上している。教材の有効利用により児

童の算数への関心を高めることができている。大学では国内 18 県に 54 人の算数

専門家を配置している。大学は PFC により現職教員再教育のために教材の印刷

を行った。また、1 学年～4 学年までの教材の活用方法を学んだ現職教員は約

7,500 人に及んでいる。大学の算数科目の学士課程で学んでいる現職教員は約

3,200 人となっており、指導書や作業帳を使って他の教員を指導することが期待

される。指導書や作業帳は教員や児童に信頼があり、そのコピーが教育現場で自

主的に利用されている事実から、プロジェクトのインパクトは非常に大きい。 
Danli 
教育委員会長 
Ms.Dilma 
Hortensia 

プロジェクトはホンジュラス内の教育分野において評価が高く、教員の指導方法

を大きく改善している。また、教員や児童もプロジェクトで開発された教材や指

導方法を受け入れており、児童の理解を促進している。プロジェクトのインパク

トは大きく、国レベルで算数教育の向上に貢献できるだろう。 
Guinope PFC 
地域コーディ

ネーター 
Ms.Zoila Aurora 

プロジェクトはホンジュラスの教育政策である EFA に完全に一致しており、児

童の算数科目の留年率の減少や修了率の向上に大きく貢献している。プロジェク

ト側はホンジュラス側の意見やコメントを良く理解しており、コミュニケーショ

ンは非常に良く、協力隊員の活動にも感謝している。現地教員では授業評価やモ

ニタリングが上手くできないので今後も協力を望んでいる。 
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第５章 授業評価結果 

 
５－１ 教師用指導書及び児童用作業帳の概要 

 以下に記す教師用指導書及び児童用作業帳の内容構成に対する情報収集は、基本的に専門家に対す

る概要聴取により行われた。 
 
５－１－１ 完成状況 

1 学年～3 学年分について、教育課程の改定に合わせた修正が求められているが、その分も含めた

既開発分の 1 学年～6 学年分の指導書、作業帳も合わせた分量は、以下に示す通り、莫大である。 
 
 新指導書 新作業帳 旧指導書   旧作業帳 
 1 年生  176 ページ 128 ページ 194 ページ 104 ページ 
 2 年生  192 ページ 144 ページ 246 ページ 190 ページ 
 3 年生  240 ページ 208 ページ 256 ページ 190 ページ 
 4 年生  240 ページ 176 ページ   
 5 年生  192 ページ 144 ページ   
 6 年生  184 ページ 128 ページ   
（旧指導書は旧教科書に対して作られた。講習向けに教育課程改定に合わせて、部分改定が行われた） 
 
内容、外見上のレイアウトなども含めて、高い完成度にある。国外でこれだけの高いレベルの仕事

ができたことは、逆に言えば、専門家及びプロジェクトメンバーがその間になした仕事量は膨大であ

り、短期間にこれだけの成果をあげたことは、非常に高く評価すべきである。特に、短期間に少数メ

ンバーでこれほど膨大な作業を遂行できた背後には、日本の教科書と指導書が参考図書として役立て

られたことがある。その意味で、PROMETAM は日本の教育経験を生かした成果を得ている。一方で、

後述するようにホンジュラスの算数の教育課程は、西欧、スペイン語圏において合理性が疑われる系

統が採用されているため、指導書、作業帳作成に際しての固有の課題を抱えているが、これらに対し

て積極的な工夫がなされてきたことも、また確かなことである。 
新年度より指導書及び作業帳が国定教材として全国配布される。作業帳は、当初、旧教科書による

学習を支援する目的から必要視されたが、旧教科書が廃止された後は、その優れた完成度と、指導書

と併せた利用法が認められ、作業帳そのものが教科書化された。 
指導書と作業帳の完成状況から、全国配布が徹底されれば、指導法の劇的な改善が期待される。 
 

５－１－２ 内容構成 

（１）指導書の構成 

日本の指導書を参考にしつつ、各単元、各時間の展開計画が以下のように作成された。  
 学年毎：利用法と利用例（4 年～6 年）、年間指導計画、教材表（1～3 年） 

単元毎：目標、他の単元との系統表、指導の要点、単元の時間配分、1 時間毎の指導案 
 

（２）作業帳の構成 

作業帳本文、後半に切り取り Hands on 教材 
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５－１－３ 指導系統・内容上の特質 

基本的に教材の作成は、ホンジュラスのカリキュラムに準拠して進んでいるので、系統の内容配列

上の責任、定義の仕方、筆算の方法などに関わる責任は PROMETAM そのものにはない。専門家に

よれば、PROMETAM 指導書、作業帳構成に際しての教材の特質は以下の通りである。 
 

（１）１年生用教材 

10 の他に 5 のまとまりを取り上げているが、5 のまとまりだけを特別扱いする五二進法は採用

していない。 
その意図は、数をとらえやすくし、数え続けなくても済むようにするためである。 
 

（２）２年生用教材 

乗法では 2×3 を 2（単位あたり量）の 3 倍（～のいくつ分）で定義する。ただし、グルーピン

グを重視し、単位あたり量の考え方を象徴する意図で、ウサギや三輪車、自動車などと場面限定

をするなどはしていない。 
特に九九をそのように定義する意図は、2×3 を、「2＜倍＞バナナ 3 本」と説明しながら、九九

表では、2×1、2×2、2×3…として、「2＜倍＞バナナ１本」「2＜倍＞バナナ 2 本」「2＜倍＞バナナ

3 本」と説明することは、「2 本のバナナ 1 房分」「2 本のバナナ 2 房分」「2 本のバナナ 3 房分」

と説明する日本人の目には矛盾と映ることによる。 
 

（３）乗法筆算 

日本方式を採用している。 
その意図は、ホンジュラス方式より、計算過程が一層明確であることによるという。 

 
（４）除法 

① 2 年生 
除法は 6÷2 を「6 個 2 人で分ける」等分除のみを扱い、乗法の逆算として導入している。 

② 3 年生 
除法では、包含除を改めて取り上げている。「6 個を 2 個ずつ配る」（引き算的操作）を乗法

の逆算として指導している。 
 

（５）４年生用教材 

長除法（割り算筆算）では日本などで採用されている筆算形式を採用している。 
その意図は、ホンジュラス方式より、計算の過程が明確であることによるという。 

 
５－２ 教師用指導書及び児童用作業帳の問題点 

 （１）～（５）にみる教材観は､基本的には、ホンジュラスの旧教科書にない考え方であり、欧米

においても普及していない考え方である。以下、日本、欧米の考え方と比較した場合で、それぞれに

対する問題と勧告内容を記す。 
 
（１）１年生用教材 

10 のまとまりは各国で一般に尊重される。5 のまとまりを尊重するのであれば、他のまとまり、

例えば、スペイン語圏では存在する 2とび、3とびの数え方などへの配慮を充分にする必要がある。 
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＜理由＞ 
日本の教育課程では、10 のまとまりのほ

かには、数の多面的見方が強調されている。

例えば、図１は、学習の進展に応じて、数

える、加える、かけるという方略で説明で

きる。数え方方略がそのように異なること

は、計算の仕方を工夫することが、多様な

グルーピング行為に依存していることを物

語っている。数の多面的な見方を強調する背景には、そのような柔軟なグルーピング行為による

様々な数え方の尊重がある。逆に、うさぎの耳は 2 本、手の指は 5 本、カニの足は 8 本というよう

な特定の事象のみに限定し、グルーピング抜きで乗法を指導する教材提示は、逆にそうでないもの

の存在を排除することとも潜在的につながりかねず、適切とは考えられない。 

図１．■はいくつ？ 

 

（２）２年生用教材 

欧州語圏で、乗法を日本式に定義することは誤りとさえ指摘することができるので、修正する必

要がある。 
＜理由＞ 
欧米型の定義には、辞書的にも学術的にも正統と言える根拠があり、そこで日本式の定義を採用

することは、辞書的にも学術的にも誤りと指摘し得る。   
実際、研究社理化学英和辞典では、time を「 回、 度、 [pl.]、倍。例： 5 times 3 5 かける 3 《5×3； 

英語では「5 の 3 倍」でなく「3 の 5 倍」と感じられる。 x の 3 倍を 3x とする表記は英語の

発想に近いと言える》。」と解説している。100 円のバナナを 5 本買えば、日本では、100×5（100
円の 5 つ分）と考えるのが辞書的に正しいが、ホンジュラスに限らず欧米では、5×100 と表示され

る。スーパーのレジで出てくるレシートでさえ、5×値段と表示されるのである。すなわち、辞書

的に誤った定義で学んだ生徒は、買い物ができない事態に直面することになる。 
数学教育理論においても、欧米型の乗法を日本式に定義することは、誤りである。実際、乗法、

比例的推論を研究する Jere Confrey は欧米型の乗法の捉え方を、splitting と読んでいる。Confrey に

よれば、以下のように比較し得る。 
  

 欧米型 日本型 
２×１ ［○］［○］ ｛○○｝ 
２×２ ［○○］［○○］ ｛○○｝｛○○｝ 
２×３ ［○○○］［○○○］ ｛○○｝｛○○｝｛○○｝ 
２×４ ［○○○○］［○○○○］ ｛○○｝｛○○｝｛○○｝｛○○｝ 

 
Confrey によれば、2×3 とは、２に分けて（Splitting）、それをそれぞれ 3 に分ける（Splitting）か

ら結果として６になる個数の処理を表している。日本型の乗法を類加（たしざん）とみなすことは、

日本においては正しい考え方であるが、日本型が欧米型と矛盾するとしても、欧米型には学術的な

根拠もあるのである。欧米型と日本型の相違は、言語表現に起源する文化的相違以外の何ものでも

ない。 
問題の根は、欧米型からみれば誤った乗法定義を採用したホンジュラス側の教育課程にある。現

実問題として、協力隊員による研修は「欧米型ではなく日本型で乗法を定義するのであるから、文
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章題に対する立式も日本型にすべき」と指導されている。このような扱いは欧米の生活・文化圏に

おいては完全なる誤りとなる。そして、欧米型の乗法は、言語表現に依存しており、世界的にみて

も、むしろ多数派である。 
ホンジュラスの自立をめざす日本側の援助方針としては、欧米型の定義にするように教科書上の

配慮において併用を認める必要がある。 
 

（３）、（５）筆算 

乗法・除法に限らず、筆算には標準表記はなく、多様性が認められているが、教育課程において

は標準化される必要があり、いずれかに徹底される必要がある。 
＜理由＞ 
いかなる定義を採用すべきかは、上述の通り言語文化に依存しており、安易に変更しえるもので

はないし、その国の言語文化を生かす方針こそが JICA のめざす自立的成長である。数学史上では、

算術の道具としての筆算は、各国の文化と政治判断に依存しており、ホンジュラス式、日本式でも

いずれでもありえる。ホンジュラスでは、今回の教育課程において自国式を改め、日本式の筆算形

式を採用した。結果として、過渡期である現在、講習では日本式表記を使う受講者が、実際の授業

において、ホンジュラス式を採用する矛盾が発生している。保護者、世間が、日本式の筆算を知ら

ないという背景もある。ホンジュラス側の教育課程改定に起源する問題であり、これも

PROMETAM の問題ではないが、教科書が全国配布されることで、世間的には、それが PROMETAM
方式とみなされる。今後起こる混乱の修復には、全教員に対する研修の徹底と、国民に理解を求め

る機会が必要になる。 
 

（４）除法 

等分除、包含除の指導の順序性はともかくも、包含除を引き算とみなすことは、正当化され、取

り上げられる必要がある。 
＜理由＞ 
教師自身が乗法、除法の計算ができないなどの理由から、極端に数え続ける指導が多い実態があ

るので、乗法の逆算として扱うことは尊重されるが、等分除と包含除はともに除法の意味としては

同等であり、それぞれの意味もまた、逆算と同等に尊重すべきものである。他方で、ホンジュラス

の教育課程が、等分除を 2 年で、包含除を 3 年で指導することになっており、同等に扱うようにな

っていない。これは世界的にみても特異な扱い方である。例えば、除法という漢字が象徴するよう

に、割り算には、引き算（類減）とみなしえる事象（包含除）が歴然と存在する。それは漢字文化

圏に限定されるものではない。世界中で包含除は割り算の意味（類減）を象徴するものとして扱わ

れている。類減を明確に取り上げることなく割り算を指導しえるとみる考え方は、子どもの考え方

や生活を尊重する立場になく、従って、自立を促す考え方ではない。 
以上の問題（１）～（５）が発生した背景には、現状の学習指導を改善しようとする積極的な努

力があり、それ自体は否定されるものではない。すなわち、プロジェクト側に全く否はない。 
ただし、国定教科書が 1 種で、国民にはそれがカリキュラムとみなされる状況から、乗法、除法の

指導、筆算の指導においてホンジュラスが自ら開発した教育課程に対する責任が、PROMETAM 側に

添加される恐れは否めない。特に学力調査の実施に際しては設問の適切な選定が必要である。 
 
５－３ 授業評価結果 

13 件の授業参観を行った。結果の内訳は以下の通りである。 
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  未研修：いずれの研修も受けていない   6 件 
  PFC：PROMETAM 以外の PFC を受けている  3 件 
  PROMETAM：PROMETAM の研修を受けている  3 件 
 
参観内容  No.1 二位数 × 一位数 未研修 
  No.2 時刻と時間  未研修 
  No.3 長さ   PROMETAM 
  No.4 キャンセル 
  No.5 二位数 ÷ 一位数 PFC 
  No.6 包含除・等分除  PFC 
  No.7 二位数 × 一位数 PFC 
  No.8 立体   未研修 
  No.9 円   未研修 
  No.10 分数   未研修 
  No.11 三位数 ÷ 一位数 PROMETAM 
  No.12 分数   未研修 
  No.13 二位数 ÷ 一位数 PROMETAM 
 
 いずれの場合も作業帳が配布されていないために PROMETAM がめざす授業を見ることはできて

いない。PFC 研修の受講者は、PROMETAM の指導書を手にしていない。 
事前に用意した評価の観点に対する評定基準は、ユニバーサルな基準を想定して設定したが、現実

には、そのような基準では、得点が下位に集中する結果となった。逆に、PROMETAM がどのような

授業の改善をめざすのかに応じた授業評価基準の見直しが必要である。 
そのような基準抜きで観察から得た印象を率直に述べれば、PROMETAM 以外の PFC 研修を受け

た人と比較して、ROMETAM 研修を受けた受講生による授業では、PROMETAM 指導書による影響

及び協力隊員が採用した指導法による影響の両方が確認された。 
妥当性は別としても、本時の教材の展開内容を算数の系統性として吟味し、学習する順序として計

画できている教師は、いずれの研修も受けていない教師で 2 名、PROMETAM でない PFC を受けて

いる教師で 0 名、PROMETAM を受けた教師で 1 名であった。 
全般的には、知識・技能伝達型の授業が目立った。PROMETAM の指導書の意図としては、生徒の

考えを尊重する旨が掲げられているが、実際にはそのようにできていない実態がうかがわれた。作業

帳が配布されることで、この情況の改善が期待される。 
PROMETAM を受講していない教師の指導法の中で顕著な指導法としては、同じ内容を唱和しなが

ら、場面を換えつつ 3 度、4 度と繰り返す指導であった。それを改善するためには、作業帳の全国普

及が期待される。数と計算領域の授業ばかりをみたわけではないが、具体物を数えることを計算の代

替として計算そのものは教えない授業は 1 件であった。 
 
５－４ 協力隊員活動状況 

 協力隊員は全般的に PROMETAM としての制約を受けつつも非常に優れた活動を行っている。他

方で、PROMETAM の制約を快諾するものと不満に思うものとがいる。 
また、算数科の知識に関する素養や、語学力の差も当然ながらあり、それをカバーするために、専

門家による研修や自主研修などが行われている。算数分野で派遣される協力隊員は各国に多数いる。
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日本から派遣する際に、派遣前の技術補完研修を別途行うことにより改善する必要がある。 
協力隊員の多くは 2 年の任期末には語学も含めて優れた成長をとげている。特に現職隊員の一部に

は、1 年の延長が認められれば、一層、優れた活躍をすることが期待される者もいる。今後の専門家

等のリソースとしても、また、今後の後方支援のリソースとしても、協力隊員は貴重である。協力隊

の派遣前技術補完研修、帰国後のフォロー等を通じて、派遣経験の活用が期待される。 
 
５－５ 広域化への課題 

 広域化に際して、次の点が課題となる。 
 
（１） PROMETAM 基盤の活用 

PROMETAM は現地で非常に信頼されたプロジェクトになっており、教科書教材開発、研修の両面

において、高く評価されている。PROMETAM で得た信頼からすれば、広域化の成功への期待は高い。

特に、広域化に際して必要な教材テキストを出版する DTP 技術は、高く評価し得る。 
 

（２） 現地人材の育成 
ホンジュラスにおいて、スペイン語圏としてみれば誤りとさえ指摘されかねない教育課程が設定さ

れたこと自体、算数・数学教育に造詣のある現地人材が不足しているか、現地側で人材が適切に登用

できていないことを物語っている。研修においても、教材開発においても、人材育成は同時進行で必

要である。 
 

（３）カウンターパート機関の育成と充実 
 人材育成機関及び今後の人材確保機関として、国立教育大学におけるスタッフの研修と参画は、そ

の成果の持続可能性と自立発展を促す意味で欠かせない。 
 
（４）教材開発の一層の推進 
 誤りであるとさえ評価し得る教育課程に準拠した指導書、作業帳は、各国への広域化に際して不足

する教材、修正すべき教材を多く備えている。右から左へ利用するのではなく、PROMETAM の良さ

を生かす前提で、各国の必要に応じて、教材を別途開発する必要がある。 
 
（５）広域化の推進に際して求められる算数の専門家 
算数数学教育の立場からみて自明といえるホンジュラス教育課程の誤りが指摘でき、その修正方策

がわかり、同様に各国の教育課程とその内容を正統に比較研究し得る、そのような力量を備えた専門

家を派遣する必要がある。特に、広域化が教育課程やその内容の改定にかかわり、そのための算数の

長期専門家を派遣する場合には、関わる内容それ自体やその専門分野に対して、助言をなし得る見識

が求められる。必要に応じて日本国内の専門家から支援を受け、共同する体制作りも求められる。 
 

（６）協力隊員の育成 
 広域化に際して、協力隊の活躍は、今後も欠かせない。プロジェクトの一部を担う形式であるかは

別としても、プロジェクトの目的に協調し、それを支援し得る人材を派遣前に一括して育成すること

が望まれる。 
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第６章 実施体制について 

 
６－１ 実施体制とその変化 

 現行の PROMETAM 実施体制は下図の通りであり、プロジェクト開始時（2003 年 4 月）と中間評

価時（2004 年 9 月）で実施体制を 5 つの観点から比較すると下表のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：PROMETAM の実施体制 
 
 
 
 
 
 

主な特徴 

① 教育省以外にも学術機関（教育大学）がカウンターパートとして存在している。 

② 協力隊員が実施体制の中に明確に組み込まれている。 

③ 政策アドバイザー型専門家がプロジェクト外部に存在し、様々な形でプロジェクトをサポ

ートしている。 

INICE所長

ＩＮＩＣＥ

カリキュラム
デザイン部

教育評価部

県教育委員会
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教育委員会
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JICA事務所長

チーフアドバイザー
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JOCVシニア
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・小学校教諭
・数学教師
・理数科教師
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・算数教育
・授業評価
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日本大使館

基礎教育強化専門家

広域企画調査員

JICAホンジュラス

PROMETAM

MERECE
（ドナー会合）

PFC地区調整員

算数教育
担当教官

合同調整委員会

国内支援委員会

JICA本部

作業部会
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表：算数指導力向上プロジェクト（PROMETAM）実施体制の変化 

 
教育省 国立教育実践研究所

（INICE） 
教育大学 

（UPNFM） 

算数指導力向上 
プロジェクト 

（PROMETAM） 

2003.4 

・EFA 達成に向けて初等教

育中心に政策展開 
・専門性向上を目指し現職

教員研修（PFC）を主導 
・算数教育指導力向上は優

先政策 
・算数の指導書と作業帳の

全国配布計画を有するが

資金調達に問題 

・現職教員研修担当部局と

して事業拡大を切望 
・教員養成＋現職教員研修

（PFC）を担当しており、

同国の教師教育分野で主

導的な役割を有す 

・指導書＋作業帳＋研修に

より教員の算数指導力向

上を目指す（プロジェクト

目標） 
・児童の算数学力向上によ

る留年の減少を目指す（上

位目標） 

政
策
・
方
針 

2004.9 

・算数科カリキュラムを改

訂 
・7-9 年生義務教育化によ

り、教師用指導書と生徒用

作業帳を開発予定 
・2005 年の指導書と作業帳

の全国配布に向けて準備中 
・2005 年より上記全国配布

に関連して全国現職教員研

修を計画中 
・INICE を中米地域の拠点

とし、域内で一層の教育開

発を図ろうという RED 構

想を推進したい意向 

・2005 年からの全国現職教

員研修開始に向けて準備

中 

・PFC 拡充により一層の教

師教育の推進を志向 
・中米地域唯一の教育大学

として学術機関を中心に

域内イニシアティブを発

揮したい意向 

・7-9 年生義務教育化に伴う

教師用指導書と生徒用作

業帳の開発を支援 
・広域セミナーを通じて周

辺諸国との知見を一部共

有 

2003.4 
・予算の 96%がリカレント

コストで事業予算はドナ

ーに依存 

・予算は教育省から支出さ

れ、リカレントコスト中心

・独自財源あるが少額 

・国家予算＋独自予算で財

務良好 
・省予算を見込まぬプロジ

ェクト設計 

予
算 

2004.9 

・教員給与問題等頻発につ

き、国内財源による教育予

算拡大が緊急課題 
・FTI 対象国として財政支援

を中心とする各種援助が

集中しており、コモンファ

ンドを所有 
・援助モダリティの多様性

を積極的に評価 

・依然として予算不足であ

り、教育省からの予算も遅

滞 
・予算不足は構造的な問題

であり、今後も教育省の機

関として存在する限り、問

題継続の可能性大 

・従来予算に加えて PFC 関

連予算を有するなど、予算

面は比較的潤沢 
・予算運用に関しては必要

に応じて柔軟に対応 

・教育省、教育大学とのコ

ストシェアリングが順調 
・他ドナーからの指導書・

作業帳印刷費負担の申し

出あり、現在教育省主導で

実施中 
・「見返り資金」等の活用可

能性大 

2003.4 

・政府機関として適正な設

備・規模を有するが、プロ

ジェクトの執務スペース

の確保は困難 

・研修施設として十分な設

備・規模を有するが、利用

率は低い 
・プロジェクトへ執務スペ

ース提供 

・高等教育機関として適切

な設備・規模を有する 
・専門性向上のための施

設・設備の一層の拡充を志

向 

・INICE に執務スペースを

確保 
・INICE の水供給システム

修理 
・車両、パソコン、周辺機

器類 

施
設
・
設
備 

2004.9 
・特に変化なし ・プロジェクト執務スペー

スの拡大 
・プロジェクトへ執務スペ

ース提供 
・執務スペース拡大 
・当初計画通りの施設・設

備を導入 

人
員
管
理
・
組
織
運
営 

2003.4 

・人員管理に問題なし 
・教育技術次官が JCC のメ

ンバー 
・県／地区教育委員会との

緊密な連絡体制の確保必

要 
 

・人員管理に問題なし 
・所長が JCC のメンバー 
・長年の協力により、日本

側協力に対する理解は職

員間に浸透 
・組織内の共有化を目指し、

情報の電子データ化を開

始 

・人員管理に問題なし 
・学長と PFC コーディネー

ターが JCC のメンバー 
・数学科教官を PFC 研修講

師に想定 
・児童用標準学力テスト開

発部局（UMCE）が存在 
・PFC 研修の実施主体 
・C/P 候補人材が存在 
・現職教員研修の実施経験

あり 
 

・長期専門家 2 名、協力隊

員計約 15 名が基本体制、

短期専門家約 2 名／年を必

要に応じて投入 
・協力隊員を含むチームワ

ークが重要 
・長期専門家と JICA 事務所

長が JCC のメンバー 
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2004.9 

・教育技術次官の辞任に伴

う C/P の交代 
（調査団帰国直後に大臣交

代） 
・人事管理面で不安要素が

多い 
・7-9 年生向教師用指導書と

児童用作業帳の開発チー

ムを結成予定 
・県／地区教育委員会との

連絡不十分 

・教育省本省人事の影響を

直接受ける立場にあり、不

安要素が存在 

・内部調整の結果、数学科

教官をプロジェクトに活

用せず（人材の選択的活

用） 
・UMCE から専門家 C/P を

派遣し、指導書と作業帳の

開発に取り組む 
・教育省と共同で 7-9 年生向

教師用指導書と児童用作

業帳の開発チームを結成

予定 

・長期専門家 2 名、短期専

門家 4 名を予定通り派遣。

協力隊員は総計 36 名に上

る 
・協力隊員マネジメント負

担が大きく、シニア隊員を

追加投入 
・ロジ業務軽減・効率化を

目指して現地スタッフを

雇用 

2003.4 

 
 
 

・日本の無償資金協力にて

設立 
・専門家チーム派遣により

研究協力の実績あり 

 ・約 12 年にわたり協力隊員

60 名が算数プロジェクト

を実施 
・前長期専門家がプロジェ

クト基本計画を立案 そ
の
他 

2004.9 

・ホンジュラス側関係機関のコミュニケーションは良好で、各組織のマイナス部分を補

完する形でプロジェクトが実施されている 
・教育省内人事の影響が将来的にも懸念される一方、教育大学の体制は磐石（ただし、

現学長任期後は予測付加） 

・現地 JICA 内コミュニケー

ションが不十分 
・ホンジュラス内における

All-Japanとしての協力体制

が拡充方向 

出所：「ホンジュラス共和国算数力向上プロジェクト実施協議報告書」JICA, 2003 及び同プロジェクト中間評価調査団

の収集資料を基に作成 
 

６－２  実施体制の変化とその対応 

 上表をみると、「施設・設備」の項目を除き、かなり大きな変化が起こっていることがわかる。「予

算」については総じてプロジェクトにとってプラスの影響を与える変化だと考えられる一方、「政

策・方針」と「人員管理・組織運営」に関しては大きなマイナス影響を及ぼしている変化もある。

以下、それらの変化によって生じる問題点とその対応について見ていくことにする。 
 
（１） 算数科カリキュラムの改訂 

算数科カリキュラムの改訂に伴い教科書が廃止された。事前調査時に想定されていたとはいえ、

プロジェクト開発の教師用指導書と児童用作業帳は教科書準拠となっているため、先に完成して

いた 1～3 年生向の指導書と作業帳の見直しを早急に行わなければならなくなった。 
プロジェクトは専門家 1 名がほぼ専任の形で見直し作業に取り組むこととし、プロジェクト終

了時までに完成させることで教育省と調整を図った。 
 

（２） 7 学年～9 学年の義務教育化 
初等教育就学率の向上に伴って、義務教育をこれまでの 6 年から 9 年に延長すべく、教育省は

着々と準備を進めている。そのため、7 学年～9 学年向けの数学科の教師用指導書と生徒用学習帳

を開発する必要に迫られることになった。教育省は教育大学と共同でホンジュラス人主体の開発

チームを作り、これまで日本と作業してきた経験を基に開発に着手することになり、プロジェク

トに技術的アドバイスを適宜受けられるよう協力を要請してきた。 
日本側で本件協力について検討した結果、現行プロジェクトが対応可能な範囲で対応すること

とし、ホンジュラス側と合意した。 
 
（３） 県／地区教育委員会との連携不足 

プロジェクト・サイトにおいては基本的に協力隊員による活動が中心となり、今のところ PFC
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研修については順調に行われている。しかしながら、研修後のフォローアップについては地区教

育委員会の支援を必要とするものの、この対応が各地区によって大きく異なることが判明した。 
この点に関して、本調査団より、今後は教育省が県／地区教育事務所を適切に指導することを

提案し、ホンジュラス側と合意した。 
 

（４）教育省側のカウンターパートの交代 
主要なカウンターパートである教育次官の辞任に伴い、カウンターパートの変更が行われたが、

新しくカウンターパートになった次官も PROMETAM の活動を高く評価していたことから、特に

大きな混乱は生じなかった。 
しかしながら、教育省人事の不安定さは依然として懸念事項であり、今後もその動向を注視し

ていく必要がある。 
 

（５）国立教育実践研究所（INICE）の脆弱さ 
INICE はホンジュラス内の現職教員研修を統括・実施する重要な部署であるにも関わらず、予

算面及び人員配置の面において脆弱さが見られる。教育省は 2005 年に開始予定の全国現職教員研

修に向けて INICE の強化を計画しているものの、具体的な投入予定は示されておらず、今後のホ

ンジュラス側のイニシアチブに期待したい。 
なお、日本側としては国内及び中米域内拠点としての INICE の役割を重視しており、今後仮に

PROMETAM フェーズ 2 が実施される場合には（現在、実施可能性を検討中）、INICE 強化を協力

の柱のひとつとして組み込む必要があると思われる。 
 

（６）協力隊員のマネジメント 
プロジェクトにおいて協力隊員は重要な役割を担っており、彼らの活動なしには今日の成果は

考えられなかった。教育次官をはじめホンジュラス側関係者も、専門家の活動同様、協力隊員の

活動を極めて高く評価しており、他ドナーとの協力の差別化という意味でも重要な役割を果たし

ている。他方、プロジェクト内においては、当初協力隊員のマネジメントはチーフアドバイザー

の業務であったが、その負担が極めて大きく、兼任での「教育評価」関連活動がほとんど不可能

であるような状況が続いていた。 
この問題に関して、専門家は JICA ホンジュラス事務所と数度にわたる話し合いを持ち、2003

年 11 月の時点で協力隊員マネジメント業務をチーフアドバイザー業務から外し、事務所のボラン

ティア調整員が担当することとなった。加えて、2004 年 6 月よりプロジェクトに協力隊員マネジ

メント専任のシニア隊員が配属となり、現在は良好なマネジメントが行われている。 
 
以上に問題点とその対応のみを述べたが、実施体制全体を見ると比較的良好な実施体制が構築さ

れていると判断できよう。これはチーフアドバイザーを筆頭に合同調整委員会のリーダーシップが

発揮され、関係者全員が地道な努力を重ねた結果であることは言うまでもない。そして、「カウンタ

ーパートとしての教育大学の存在」と「政策アドバイザー型専門家によるプロジェクト外部での支

援」が有効に機能していることも特に強調しておきたい。前者は、教育省や INICE が抱える不安要

素を補うどころか、プロジェクト推進においてホンジュラス側の原動力となっており、後者はホン

ジュラスの教育開発の方向性に大きな影響を与えているドナー会合や中米教育大臣審議会の席上で

プロジェクトを紹介し、そのプレゼンスの向上に極めて大きな役割を果たしてきたと言える。
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第７章 提言と教訓 
 

７－１ 提言 

（１）授業評価活動の再開と強化 

 プロジェクト開始当初よりアカデミック・ラーニング・タイム法（教員の教室活動を定量的に測

定する評価手法）に基づくモニタリングを実施してきた。しかし、①モニタリングを担当する各協

力隊員の業務負担の増大、②定性的な授業評価の必要性の高まり、③専門家によるチーフアドバイ

ザー業務と授業評価業務の兼任不可能といった状況を受けて、2003 年 11 月（「研修改善」及び「教

材開発」短期専門家 2 名の派遣時）に授業評価手法及びその実施体制を見直すこととなった。現在

は、協力隊員の自由意志による学校訪問は継続されているものの、プロジェクト活動としてのモニ

タリングは計画的に行われてはいない。教師用指導書と児童用作業帳の改訂及び PFC 研修後の授業

評価実施のためには、現地事情を考慮した授業評価手法の確立と実施体制の整備が急務となってい

る。 
 このような状況を受けて、本調査団は「授業評価」短期専門家の早期派遣による授業評価手法の

確立と現地人材（コンサルタントを含む）を中心とする授業評価チームの結成による授業評価活動

の再開と強化を提言する。 
 
（２）協力隊活動支援の強化 

 プロジェクトにおいて、協力隊員は現職教員研修の実施及び研修後のフォローアップを中心に極

めて重要な役割を担っている。その活動は各協力隊員の個人的な素養（意識・経験・技能・語学力

など）、連携状況、活動の場である現職教員研修の実施状況に左右される傾向にある。 
 したがって、本調査団は協力隊員派遣前の技術補完研修の実施（但し、本プロジェクトへの協力

隊員派遣は16年度1次隊で終了のため、今後展開される他の技術協力プロジェクトへの提言とする）、

派遣中の個別研修機会の確保、PFC 研修マネジメント（特にモニタリング）の改善による協力隊員

活動支援の強化を提言する。 
 
（３）カウンターパート育成機能の強化 

 これまでの協力を通じて、指導書・作業帳開発者（現地算数教育専門家）、県レベルの PFC 研修

講師、新規開設予定の初等教育課程担当の大学教官など、中央及び県レベルでのカウンターパート

の育成が行われている。そして、現在、教育省は指導書・作業帳開発チームを結成し、本年より義

務教育化された前期中等教育課程（7 学年～9 学年）の数学教師用指導書と生徒用作業帳の開発を進

める計画であり、プロジェクトに技術的指導の要請がなされている。 
 本調査団は、ホンジュラス側のオーナーシップの高まりと指導書・作業帳開発への強いイニシア

チブを高く評価するとともに、上記の指導書・作業帳開発チームに対して現行のプロジェクト実施

体制で対応可能な限りにおいて技術指導を行うことが適切だと判断する。 
 なお、ホンジュラス側は学術的な理論に基づくカリキュラム開発及び国定教材開発ができる人材

の育成が急務だと認識しているが、このような高度な専門性を有した人材育成を本プロジェクトの

中で短期間に実施することは困難である。したがって、留学生制度や長期研修員受入事業を活用し

た人材育成など、本プロジェクトとは異なるアプローチが必要であると思われる。ちなみに、本プ

ロジェクトに深い関わりを持つ筑波大学が既にホンジュラスからの留学生ないし長期研修員を歓迎

する意向を示しており、本邦受入体制に関して特に大きな問題は生じないものと予想される。 
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なお、教育省は PFC 研修とは別に国定教材の全国配布に伴う現職教員研修の全国的な実施を計画

しており、中央・県・地区の各レベルのプロジェクト・カウンターパートが中心的な役割を担う人

材として想定されていることから、プロジェクトには今まで以上にカウンターパート育成機能の強

化が求められる。 
 
（４）児童用作業帳の継続的な全国配布 

 昨年はプロジェクト予算を用いて研修参加者に教師用指導書と児童用作業帳が配布された。しか

し、今年は教育省による作業帳の印刷・配布が予定されていたにもかかわらず、予算確保・執行の

遅れから、現在のところプロジェクト予算で手当てされた指導書の印刷・配布のみにとどまってい

る。そのため、学校訪問による授業評価結果によって教室レベルでの協力効果が限定的であること

が確認された。協力効果の明確な発現には、作業帳の各児童による個人所有化と指導書に基づく授

業実践が不可欠であり、現在、教育省は指導書と作業帳の全国配布に向けて着々と準備を進めてい

る。 
 しかし、資金調達の難しさから中長期的な作業帳の配布計画は未定となっており、予算化を含め

た児童用作業帳の継続的な全国配布計画の立案と実現が強く望まれる。また、作業帳の全国配布に

関しては確実に児童の手にわたるよう、全国教材配布システムの構築が不可欠であり、教育省の早

急な対応を期待したい。 
 
７－２ 他国の算数分野プロジェクトへの教訓 

（１）現状を踏まえた適切かつ明快なアプローチ 

 多くの途上国においては現職教員の研修システムが質的にも量的にも十分でなく、特に農村部に

おいては教員の質が低いことが問題として指摘されている。ホンジュラスもその例に漏れず、公式

を暗記させるだけでその裏付けとなる理論の説明がなかったり、時には誤った知識を教えたりとい

った教員の低い指導力が深刻な問題となっている。そこで、本プロジェクトでは教師が指導を行う

際に手元に置いて参照できる指導書、言い換えれば教師用の「赤本」を作成するというアプローチ

を採ることにより、多数の教師がある程度のレベルの授業を実施できるようになることを目指した。

指導書の内容を正しく理解し、適切に使用することが出来るためには十分な研修を受ける必要はあ

るものの、何も参照するものがないまま指導を行っているという現状を、少しでも改善できるとい

う即効的な効果があるという点で、このアプローチはホンジュラスに適していると言える。このよ

うに、プロジェクトの対象者である教師の現状や問題点を正しく踏まえて、狙いを明確にすること

はプロジェクト・デザインを考える上で重要である。 
 
（２）政権交代に左右されない実施体制の構築 

 ホンジュラスをはじめ多くの中南米諸国では、数年毎に政権交代が起こり、それに伴って教育省

の人員も配置換えとなってしまう。このため、C/P が教育省関係者だけである場合、プロジェクト

の成果が政権交代によって失われてしまうこととなる。PROMETAM では、教育省のみならず教育

大学とも連携することによりそのリスクを回避するとともに、教育大学の研究者の知見をプロジェ

クトに活用することが可能となっている。このように、現地の大学や研究機関等、政権交代の影響

に左右されない機関をプロジェクトに関与させることにより、成果を持続的に残す仕組みを構築す

ることができる。 
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（３）C/P 及びプロジェクト対象者のインセンティブ 

 先述のとおり、PROMETAMの開始前に13年間に渡って算数分野の協力隊派遣が行われてきたが、

そこでの問題点の一つは研修受講者のインセンティブをどうやって維持するか、ということであっ

た。つまり、この研修は教育省の公式な制度として正式に認可されたものではなかったため、研修

を受講しなくても教員資格や給与には全く影響がなく、結果としてやる気のある教員しか参加せず、

指導書や研修の成果を広く普及することが非常に困難であった。そこで、PROMETAM ではそれま

での蓄積・成果を基にプロジェクトの有効性を教育省に理解してもらい、PFC 研修において

PROMETAM が行う算数科の研修を大学の単位取得の条件とすることで、研修受講者のインセンテ

ィブを維持することに成功した。プロジェクトで実施する研修の制度化は一朝一夕には実現できな

いことであるが、対象国の現職教員研修（若しくは新規教員養成）制度を詳細に調査した上でプロ

ジェクトで行う研修の内容を検討し、継続性・汎用性のあるメカニズムを構築することが望ましい。 
 
（４）教育省アドバイザーとの連携 

 PROMETAM とは別に、ホンジュラス教育省にはアドバイザー専門家が個別派遣されており、プ

ロジェクトと密接に連携しつつ活動を進めている。具体的には、プロジェクトの活動状況をドナー

会合の場で報告し調整を行ったり、教育分野で活動する他ドナーの情報をプロジェクトに提供した

り、他ドナーの協力が必要な事項について交渉を行ったりといった形で連携している。このように、

現場の状況を知ることが出来るプロジェクトの専門家と、国全体の教育の状況を把握しプロジェク

トにはなかなか入ってこない情報を入手できる教育省アドバイザーという立場の専門家とが有機的

に連携することで、プロジェクトの成果を最大限に発現するとともに、国内外に対し大きな波及効

果をもたらすことが可能となる。 
 
（５）協力隊との連携

 PROMETAM では、プロジェクト・サイトでの PFC 研修の実施・モニタリングを行う協力隊員を

プロジェクトのコンポーネントとして組み入れている。協力隊員が現場レベルで活動を行うことに

より、教員が直面している問題を把握することができ、研修をより実践的・効果的な内容に改善す

るためのフィードバックを得ることができる。一方、先述のとおり、プロジェクト配属という位置

づけであるがゆえに、活動に制約を受けることを不満に感じる協力隊員も中にはいる。技術協力プ

ロジェクトとボランティアとの連携を図る場合には、ボランティアの特質をよく理解した上で、連

携の方法を慎重に検討する必要があろう。 
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２．青年海外協力隊への質問票・回答結果 

 

ホンジュラス国算数指導力向上プロジェクト中間評価 

青年海外協力隊員の方への質問票 回答結果 

 

注１） 各選択肢の冒頭に記載された数字は回答数を表します。 

注 2） 記載されたコメントは、実際の回答から主要部分を抜粋しています。 

 

１ 貴方が活動を行うに当たって、ホンジュラス側投入（研修関係者、執務室、機材、運営費）の時期、量、質

についてお伺いします。 

（１）研修関係者（PFC コーディネーター、教育委員会担当者等）は、質（知識、経験、意欲）、時期、人数に

ついて活動に支障なく適切に配置、支援を受けましたか。また、回答の理由と生じた支障を具体的に空

欄にお書きください。 

[1] 申し分なく適切に配置され、支援を受けた。 

[２] 適切に配置され、支援を受けた。 

[３] 概ね適切に配置され、支援を受けた。 

[  ] あまり適切に配置されず、支援を受けられなかった。 

（申し分なく適切に配置され、支援を受けた） 

・以前の任地では支援らしい支援はほとんど受けることが出来なかったが、現在では存分に受けることが

できていると思う。特に地区教育委員会の人たちには大変感謝している。 

 

（適切に配置され、支援を受けた） 

・PFC コーディネーターは日本への研修に参加しており、以前にも増して日本の教育の良い部分に触発

されているようである。研修期間中も教室環境やクラスの受講生間の様子など細かいところまで気を配っ

て、熱心に担当の任務を遂行している。彼女のおかげで講師のわれわれとしては満足のいく研修を実施

することができていると感じている。教育委員長は忙しい方のようで、あまりわれわれの研修について関心

を持っておられない状況である。研修場所の確保といったハード面の任務は行っているが、研修期間中

は初日のみの来訪だった。 

・地区教育長は常に活動や環境に最善の注意を払っている。PFC コーディネーターは、講習会の打合せ

や活動中に積極的かつ信頼して動いてくれる。 

 

（概ね適切に配置され、支援を受けた） 

・PFC コーディネーターは県教育長であるため多忙だが、こちらから働きかけたことに対しては真摯に対応

してくれている。実務面では、教育委員会の第一学区長がもう一人の C/P としてスペイン語や講習につい

ての支援・助言を行ってくれているのをはじめ、教育委員会の先生方が多岐に亘り、快く協力・支援してく

れている（任地には 80 年代から教育系の隊員が何人も入っていたため素地がある）。ただ、他業務と兼業

ではなく専属の C/P がいてくれると、ホンジュラス人に対する技術移転もより効率的に進み、活動にも幅を

持たせることができると思う。 

・PFC コーディネーターはお願いしたことはいつも快く引き受けてくれ、適切に対応してくれたが、教育委
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員会の関心はもう一つである。講習会の見学にも一度しか来てもらえなかった。 

・ホ国の一般的な状況（人件費不足、複合要因による良質の人材不足等）を考慮すると、概ね適切に支援

を受けられたといえる。こちらの要望に納得してもらう困難は常にあるが、プロジェクト本部や専門家、調整

員からの支援もあり、一定の理解を得られている。現教育長兼地区コーディネーターも、学生の出席不足

による退学問題への対応や、授業観察への支援依頼の積み重ね等を通して、少しずつプロジェクトへの

理解を深め、より能動的な支援をするようになった。ホ国の場合特に、組織の長が積極的か否かがその組

織で活動する上で大きな要素となる。 

 

（２）貴方が活動する上での執務室、機材、運営費は適切に付与され、活動に支障はありませんでしたか。ま

た、回答の理由と生じた支障を具体的に空欄にお書きください。 

[  ] 申し分なく適切に付与された。 

[４] 適切に付与された。 

[２] 概ね適切に付与された。 

[  ] あまり適切に付与されなかった。 

（適切に付与された） 

・教育委員会には電話やコピーがある。執務室にはプロジェクト経費で購入した鍵付きの棚、ノートパソコ

ンがある。よって、活動に支障ない恵まれた環境である。 

・隊員の人数分の机が約２ヶ月貰えずに少し不便を感じた。 

 

（概ね適切に付与された） 

・県教育委員会内に、他のプロジェクトや教育委員会職員と共有の執務室がある。前任者の代に、本人の

確認・了承のないままに、現在の場所に机を移動され、仕事場と仕事道具（教材・教具用の本棚）とが離

れているという状態が続いていたが、最近本棚も執務室へ移動した。講習会で配布するプリントなど、大

学の講義に直接関わる分については教育委員会のコピー機は使用できないため、コピー屋で印刷し、受

講生から印刷代を回収している。 

・恒常的予算不足からホ国側からの物質的支援はもともとあまり期待できない。実際に、必要な物品のほと

んどは隊員支援経費とプロジェクト予算から支出されている。ただし、配属先にある機材の使用を断られた

ことはなく、また地域の教育情報資料（年度日程、教員に対する他の研修資料、使用されている学校教材

等）の提供が活動の一助となっている。教育委員会内の活動場所と学校を回る際の移動手段について

も、できる範囲内での支援は得られている。 

 

 

２ 貴方が活動を行うに当たって、プロジェクト側との連携状況についてお伺いします。 

（１）専門家との連携について 

プロジェクトで活動する上で、専門家との連携（情報交換、技術指導等）は効果的に図られていましたか。

また、回答の理由を空欄にお書きください。 

[１] 非常に効果的に行われていた。 

[２] かなり効果的に行われていた。 

[２] 概ね効果的に行われていた。 

 - 70 - 



[1] あまり効果的に行われていなかった。 

      [  ] 効果的に行われていなかった。 

（非常に効果的に行われていた） 

・教材作成・算数指導の専門家には、講習会前の準備段階・講習会開催中共に、算数指導 

技術や教材の意図・使用法・注意点などについてメールや電話を通して支援・助言を得ることができて、と

ても心強く、ありがたかった。 

 

（かなり効果的に行われていた） 

・メールベースでの情報交換はもとより、研修期間中は足を運んで頂き、適切な助言を各協力隊員に与え

て下さっている。また、専門家が現地講師向けの授業を行う際は事前に連絡があるので、専門家の授業を

見学する機会が与えられていることで、個々の指導技術を見直し、向上する機会にもなっている。 

 

（概ね効果的に行われていた） 

・専門家間での考え方や意見の違いが多少あり、それぞれからの情報で少々混乱することはあったが、隊

員からの質問には意見を調整して対処してくれている。 

・任地が首都から遠い場合、日常的な情報交換が滞りがちで、技術支援等も直接受ける機会が少なくな

る。現在メールベースで情報交換できる環境が整っているが、ホ国の停電やメールサーバーの頻繁な故

障状況により、確実な情報交換手段とは言い難い。また、技術指導に関しては研修会場に足を運んでもら

う以外に方法がないので、首都で多忙な専門家に頼むことは難しい。現在、シニア隊員が各サイトへ足を

運び連携を深めるよう努力しているが、専門家だけでなくプロジェクトの全構成員が連携を図るためのコミ

ュニケーション方法の確立は、通信・交通網整備がされていない国で全国展開されているプロジェクトの

今後の課題である。 

 

（あまり効果的に行われていなかった） 

・メール等のやりとりは頻繁に行われていたが、肝心なところで情報が不足し、活動を行う中で支障をきた

す場面も見られた。隊員との意思の疎通はうまく図られていなかったと思う。 

 

（２）プロジェクト目標の共有度について 

PROMETAM のプロジェクト目標である「指導書等の活用により、プロジェクト対象県における初等教育の第１

課程と第２課程の現職教員の算数指導力を向上する」は専門家及び協力隊員間で十分に共有され、活動

が行われていましたか。 

[  ] 十分に共有されていた。 

[１] かなり共有されていた。 

[４] 概ね共有されていた。 

[1] あまり共有されていなかった。 

      [  ] 十分に共有されていなかった。 
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（かなり共有されていた） 

・隊員の人数がとても多いため、正直認識に個人差があるのは否めないと思うが、かなり共有されていると

思う。 

 

（概ね共有されていた） 

・研修前には適切な時期に会議をもち、互いの共通理解を図る機会を得ている。 

・一部の隊員は、プロジェクト隊員であるという自覚が残念ながら持てていない。一人一人協力隊への参

加動機が違うので、難しいのかもしれないが、プロジェクト隊員になった以上、その活動の自覚と責任を持

ってほしいと思う。 

・何が目標であるのか、それぞれ専門家からの意見が違ってよく分からなかった。「子どもが動く授業」「落

第をさせない」と２つを聞いた時、その２つではかなり隊員の動き方が違ってくると思えたからだ。指導書を

使って授業（講習）することは概ね共有されていた。 

・プロジェクトがそのような目標で展開されていると知っていることと、その実現に必要な活動を理解しより

効果的に進めようとすることは違う。その意味で、目標を知ってはいたもののその実現に必要なことを理解

してはいない状況があった。ひとつには、派遣されてくる隊員がプロジェクト形成の過程を経ずにその構成

員となることによる理解不足、それに伴い専門家と、または活動期間の異なる隊員との認識相違がある。ま

た、算数指導力そのものがかなり幅のあるもので各人の理解が異なること、自然そこに必要と思われる活

動も各人で違う。それを乗り越えて共有できるところまでは、残念ながらたどり着いていない。 

 

（あまり共有されていなかった） 

・何をもって現職教員の算数指導力の向上とみなすか・・という根本的な指針の違いから、動かしがたいお

互いの「ずれ」があった。結局打開策を見出せないまま、お互い歩み寄ることもできないまま進んでいるよう

な気がしてならない。本当に子どもたちに還元することが出来ているのかを測ることは非常に難しいと思

う。 

 

 

３ 活動内容について 

(a)PROMETAM の場合、配属前から教員研修については内容が明確に定められており、特定の時期には特

定の活動を行うこととなっていました。このように、事前に一部でも活動内容が明確に定められていたことにつ

いて、どのように思いますか？ 

また、回答の理由を空欄にお書きください。 

[３] 活動内容が明確に定められていたことで、活動しやすかった。 

[1] 活動内容が限定されていて、活動しにくかった。 

（活動内容が明確に定められていたことで、活動しやすかった） 

・赴任してすぐ３年生の講習会が始まったため、その時期に先輩隊員の活動の仕方を観察しながら次の講

習会開始時期までに自分にとって何を知り、学ぶことが必要か考えて、目的意識を持ちながら活動に取り

組むことができた。 

・研修受講者はわれわれを「講師」と見なして接してくれている。そのおかげで学校観察をする際に、受講

生から頻繁に算数分野の質問を受ける。また、算数分野に主眼をおいて助言することができるので、一分
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野に集中した協力活動ができている。 

・２年弱という短い活動期間の中でも、とても充実した活動をすることができたと思えるのではないか。また

決められた活動時期以外は、自分次第で他の活動も可能なので、活動しにくいということはない。 

 

（活動内容が限定されていて、活動しにくかった） 

・本当にしたいと思っていた子どもたちへの算数の授業が制限された。それではいったい何をしていいの

だかわからなくなり、ジレンマに陥った。たくさんの時間の中で、いったいどう動いていいか分からなくなり

悩んだ時期もあった。結局は自分なりに妥協案を見つけ活動してきた。プロジェクトに協力隊員を導入す

ることは協力隊の意味合いからしても、非常に難しいと思った。 

 

（その他） 

・どちらともいえません。活動内容がイメージしていたのと違っていたからです。駒ヶ根研修時には、このよ

うな活動とは思いませんでした。 

・どちらでもない。活動が決まっていれば決まっていたなりの、決まっていなければ決まっていないなりのや

り方があると思うので、どちらが良いとはいえない。 

 

(b)プロジェクトの途中から、研修効果の評価モニタリングを隊員が担当しないこととなりました。評価を担当し

なくなって以後のプロジェクトの研修実施期間以外の活動は有意義なものでしたか。その回答の理由を下記

空欄１にお書きください。また、研修以外の具体的な活動内容を下記空欄２にお書きください。 

 

a) 大変有意義なものであった。 

b) 有意義なものであった。[４] 

c) どちらともいえない。 

d) あまり有意義なものではなかった。 

e) 有意義なものではなかった。 

 

空欄１（理由） 

（ｂ） 

・講習会を充実させるために必要な準備をじっくりとすることができた。 

・評価モニタリングは協力隊員の義務ではなくなったが、プロジェクト評価の邪魔にならない範囲で授業観

察を継続している。ある地域に限定したモニタリング、また優秀な受講生を見つけるための継続したモニタリ

ングなど、今までは不可能であった様々な形態をとりながら自己の研修授業を振り返ることができている。 

・以前の評価モニタリングは自分の見たい観点から授業観察することができなかったが、今はそれが可能だ

し、対象の授業も自分で選択することができるので、幅のある活動ができるようになった。 

・ゆっくりと自分の視点で学校を回ることができた。いろいろな先生と「日本人」として親しくできた。教育委員

会の人が担当している学校へ連れて行ってもらって、いろいろな事情を詳しく聞ける。 

 

(c) 

モニタリングはあまりしていないので何ともいえないが、モニタリングの仕方自体に疑問を感じていたためな
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くなってよかったとは思う。 

 

（その他） 

・変更の前後で活動に大きな差はない。ただし、研修の大きな柱である授業観察がより有意義になった。つ

まり、研修以外の活動が増えるという有意義さではなく、研修自体が充実するという有意義さである。授業観

察が研修会場の延長として講師の明確な方針の下に進められることは、指導力の向上を具体的に実感す

る、または実践として展開する上でとても大切なことであり、日本のように学校現場で日常的研修や指導が

行われていないホ国では貴重な活動である。 

 

空欄２（活動内容） 

・ギアを読み込み、スペイン語（算数用語・教授用語）を覚えた。 

・授業観察を通し、ホ国の授業の流れや指導法の問題点・現状把握に努めた。 

・PROMETAM の指導書と、現行の教科書を読み、比較・研究した。 

・事前研修会を行った。 

・今学期の講習会の教材作成・授業準備を行った。 

・学校訪問時に授業観察を行い、意見交換をしている。 

・作業帳の使い方の指導。 

・近隣の高校生のボランティアを募り、彼らと共に小学校低学年の算数の苦手な子ども対象に補習を行って

いる。指導にあたりながら子どものつまずく場面を把握し、それを研修内容の充実に活かすよう努めている。

・小学校や文化センターでの日本文化紹介（折り紙教室、算数教室、工作、コンサート等）。 

・小さな村の婦人部への算数指導。 

 

 

４ 求められる成果について 

PROMETAM は技術協力プロジェクトとして成果が求められています。あなたが隊員として活動する上で、活

動の成果が求められることにプレッシャーを感じたことはありますか。また、そのプレッシャーをどう感じました

か。 

[  ] プレッシャーを感じ、つらかった。 

[２] プレッシャーを感じたものの、逆に励みになった。 

 [３] どちらともいえない。 

[1] あまりプレッシャーを感じなかった。 

（プレッシャーを感じたものの、逆に励みになった） 

・単なる講習会ではなく、受講者が大学卒業資格を取得するための研修ということもあり、それにふさわし

いだけの研修をしなければならないという気持ちから、スペイン語の学習にも、講習内容の準備・受講生

への指導にも自然と熱が入った。 

・講習会が始めるまでと講習会中は、とてもプレッシャーを感じた。けれど、講習生が熱心に授業を受けて

くれ、この講習会でたくさんのものを学ぶことができて良かったという反応があった時に素直に嬉しかった

し、自分が行っていることの意味を感じることができた。授業観察に行ったときも、講習会の大きな効果を

知ることができて今後の活動の励みになった。さらに、良い講習会をしたいと思っている。 
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（どちらともいえない） 

・協力隊員として、また受講生にとっての一講師として研修に関わり始めて日が浅く、受講生が学んだこと

をそれぞれの授業でどれだけ還元できているかをまだ十分に把握できていないのでどちらともいえない。

現場での様子を見て、あまり還元できてないようであればこれから研修を続けるうえでプレッシャーを感じ

ていくだろうと考えている。 

・成果ということをあまり身近に感じていない。教育効果はすぐには見えないものである。 

・プロジェクト成果が求められることがプレッシャーだったのではなく、大学の講師として現職の教員に指

導をすることがプレッシャーであった。隊員活動は日本のために行っているのではないので、ホンジュラス

人にとって、より良いものを目指した結果がプロジェクト成果であるならばそれで良いと思う。最も辛かった

のは、まだ現地の事情も言葉もままならず、教員経験もなく指導法指導に自信のない中で、大学講師とし

ての責任を果たさねばならなかったことである。 

 

（あまりプレッシャーを感じなかった） 

何をもって成果とするかだと思う。求めるもの（成果とするもの）を自分自身の中にしっかりともっていたた

め、それによるプレシャーは感じたことはない。 

 

（５）隊員の身分について 

[  ] プレッシャーを感じ、つらかった。・・・・(A) 

[２] プレッシャーを感じたものの、逆に励みになった。 

 [３] どちらともいえない。 

[1] あまりプレッシャーを感じなかった。 

※(A)を選択した方へ 

 プロジェクトの活動として、現職教員を対象とした教員研修以外の活動を行うとしたら、どのような立場・内容

の活動を希望しますか。自由に書いて下さい。 

（どちらともいえない） 

現職教員研修をするにしても、実際に子どもに対して彼らとともに指導法を実践する場を確保すると良い

（プロジェクトとしてのパイロット校を設けるなど）。また、現在教育委員会属先のPFC講師という中途半端さ

が時に隊員の配属先に対する所属意識を薄める要因となっているので、PFC 講師であるなら教員養成校

に、教育委員会に配属するなら指導主事としての活動をより明確に打ち出す必要があると思う。 

 

 

５ PROMETAM 配属の隊員として派遣されるにあたり、派遣前にこのような研修があればより効果的な活動

ができた、というご意見がございましたら教えて下さい。 

  例）教員研修の実習 

・ホ国の算数指導の現状・問題点、小学校や現職教員の現状について知る。 

・プロジェクト隊員としての心構えについて（長所・短所、活動の際の留意点など）。 

・教員経験がない人にとっては、このプロジェクトはかなりのプレッシャーになると思う。授業の基本的な流

し方等を日本語で研修する機会があると良いのではないか。 
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・小学校での教育実習。 

・ホ国派遣後に教員養成校で実習。 

 

 

６ プロジェクトの隊員で良かったと感じたことや、プロジェクトの活動のプラス評価できる点がございましたら

教えて下さい。 

・自分が悩んだ時、迷った時に（技術面等で）、同プロジェクト内に相談できる隊員がいる。 

・他の任地の講習会で失敗した点・うまくいった点等を、自分の講習会に活かすことができる。 

・プロジェクトとして必ず隊員がとぎれなく、任期が重なって派遣されることで、情報の蓄積がされやすく、活

動の成果を地道に積み重ねることができる。 

・隊員同士だけでなく、専門家にも相談しながら活動できるので、受講生の質問などにも自信をもって答え

ることができるし、自分自身の勉強にもなる。 

・現地の教員との関係づくりが他プロジェクトや他職種の活動より比較的に容易であるのではないかと感じ

ている。目的が明確なプロジェクト隊員である日本人を現地の教員は「教育大学の授業を担当する一科目

の一講師」としてみているので、部外者（外国人）への抵抗感はあまりない様子である。そういう面で事前に

活動のコンポーネントが示されていることはプロジェクト活動を進めるにあたりプラス面にあたるのではない

かと考える。 

・講習会の進め方、活動の仕方について、色々な意見を共有することができるので、参考になったし刺激

にもなった。任地でも、グループであることで、できることの幅が広がってくる。 

・国際協力に関わる人々と仕事をすることで多様な考え方・方法論を学べた。また、多くのホンジュラス・日

本人と算数教育・初等教育について意見交換することで、自身の勉強になった。 

 

 

７ プロジェクトをより効果的に行うに当たって提言や意見がございましたら教えて下さい。 

・隊員間の情報の伝達・共有・共通理解がうまくいくと、より効果的な活動ができると思う。（人数が多く、そ

れぞれが自分なりの考え方やこだわりを持っているので、互いが相手の考えを思いやり、尊重しつつ、歩

み寄ろうとしない限り、プロジェクトの活動は円滑には進まない。その反面それができれば、個人の隊員で

はできないような大きな成果を得ることができると思う。） 

・隊員一人一人が、プロジェクトの一員であることに、もっと誇りをもって良いと思う。プロジェクトには、個人

活動ではできない大きな効果や成果がある。その一員として隊員はそれぞれにプレシャーに感じながら頑

張っている。その頑張りをもっと認めてあげてほしい。隊員同士も、頑張っていることをお互い賞賛しあっ

て認めていける雰囲気を作ることが必要である。 

・やはり日本人は所詮外国人であるので、ホンジュラス人の中できちんと授業ができる先生を見つけて、そ

の人を中心に地域でセミナーを行う組織を作ってはどうかと思います。日本人だからできるんだと言われ

ないように、ホンジュラス人もやれば出来るということを身近に感じてもらうことが大切だと思います。 

・隊員、専門家、シニア等々の意思の疎通、指針の共有化。 
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