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序   文 

 
カンボジアでは 1975～79 年のポル・ポト政権による大量虐殺によって教師や知識人らの有能な人

材はことごとく失われ、人材育成のシステムそのものが崩壊した。その後の政権によってある程度の
再興は達成されたが、量的な拡大に重点を置いたために、退学率の高さ、能力のある教師の不足等の
質的な問題を抱え込んだままである。なかでも理数科分野の人材育成については､産業開発の観点か
らも極めて重要であるにもかかわらず､過去に支援の対象とされてこなかったため、早急な質的改善
が望まれている。 

1996 年に行われたカリキュラム改訂においては、後期中等教育は他ドナーからの支援を十分受け
ることが出来ず、カンボジア側が独自にカリキュラム･教科書作成を行った。そのため、（1）各学年
段階、高校レベルにふさわしくない難解･高度な内容が含まれている、（2）各単元間のつながり、重
要な概念の欠落、用語や記号が学年間で統一されていない、（3）記述が抽象的で、具体的な説明・図
式などが欠落しており高校生には分かりづらい内容である、（4）教科書作成プロセスでは、少人数の
執筆者が十分なサポートが得られないまま作成している、と指摘されている。 
現在、国連児童基金（UNICEF）、米国国際開発庁（USAID）等を中心にカリキュラム改訂を支援

する計画が進められている。独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2000年 8月から 2005年 3月ま
で 4年 8か月間、カンボジア理数科教育改善計画（STEPSAM）を実施しており、この協力の成果を
評価したカンボジア教育省は、後期中等理数科教育分野のカリキュラム・教科書改訂に対する JICA
の協力を求めてきた。 
 JICA は、2005 年 2 月から 2005 年 5 月にかけて本プロジェクトの事前評価調査を実施し、カンボ
ジア政府及び関係機関との間で、協力計画の策定についての協議を行った。本報告書は、プロジェク
トの要請背景及び案件形成の経過と概略を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの実施にあ
たって活用されることを願うものである。 
 ここに、本調査にご協力をいただいた内外の関係者の方々に、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る。 
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部長 末森 満   
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CBE Cambodian Basic Education  カンボジア基礎教育（プロジェクト）

EFA  Education for All  万人のための教育 
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UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural 
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USAID  United States Agency for International Development 米国国際開発庁 

 

 

 



 



 

総 目 次 

 

序   文 

地   図 

写   真 

略 語 表 

総 目 次 
 
第Ⅰ部 実施協議報告書 

第１章 背景と経緯............................................................................................................................ 1 

第２章 調査・協議の過程と概略 ...................................................................................................... 2 
２－１ 調査・協議の経過 ............................................................................................................. 2 
２－２ プロジェクトの概要 .......................................................................................................... 2 

付属資料 ............................................................................................................................................. 5 
１．事業事前評価表 ........................................................................................................................ 7 
２．討議議事録 ............................................................................................................................. 15 
３．ミニッツ ................................................................................................................................. 27 

 

第Ⅱ部 第一次事前評価調査報告書................................................................................................. 37 

第１章 調査団の概要 ...................................................................................................................... 41 
１－１ 背景 ................................................................................................................................. 41 
１－２ 調査団の目的................................................................................................................... 41 
１－３ 調査団派遣期間 ............................................................................................................... 41 
１－４ 団員構成.......................................................................................................................... 41 
１－５ 主要面談者 ...................................................................................................................... 42 

第２章 調査結果の要約 .................................................................................................................. 44 
２－１ プロジェクトのフレームワーク ...................................................................................... 44 
２－２ プロジェクトのタイトル................................................................................................. 44 
２－３ プロジェクトの実施体制................................................................................................. 44 
２－４ プロジェクト期間 ........................................................................................................... 45 
２－５ 他ドナーの協力との関係................................................................................................. 45 

第３章 プロジェクト実施の流れ .................................................................................................... 46 
３－１ カリキュラム開発 ........................................................................................................... 46 
３－２  教科書開発 ...................................................................................................................... 47 

第４章 留意事項 ............................................................................................................................. 49 
４－１ カリキュラム開発と教科書等作成の基本的な考え方 ...................................................... 49 



 

４－２ 外国教科書の翻訳にかかる著作権の取り扱いについて .................................................. 49 
４－３ カリキュラム、教科書等の承認プロセスについて ......................................................... 49 
４－４ マスタープランへのコメント.......................................................................................... 49 
４－５ カウンターパート費用の負担について ........................................................................... 50 
４－６ 地学に対する協力について ............................................................................................. 50 

付属資料 ........................................................................................................................................... 51 
１．第１次事前評価調査日程表 .................................................................................................... 53 
２．地学・環境学支援に対する懸念事項 ...................................................................................... 55 
３．カンボジア教育省への報告書................................................................................................. 57 

 

第Ⅲ部 第二次事前評価調査報告書................................................................................................. 67 

第１章 調査概要 ............................................................................................................................. 71 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的................................................................................................. 71 
１－２ 調査団の構成................................................................................................................... 71 
１－３ 調査日程.......................................................................................................................... 72 
１－４ 主要面談者 ...................................................................................................................... 72 

第２章 調査結果要約 ...................................................................................................................... 73 
２－１ プロジェクトタイトル .................................................................................................... 73 
２－２ プロジェクト期間 ........................................................................................................... 73 
２－３ プロジェクトの主要カウンターパート機関 .................................................................... 73 
２－４ 対象科目.......................................................................................................................... 73 

第３章 主な協議事項 ...................................................................................................................... 74 
３－１ 「地球・環境科」の取り扱い.......................................................................................... 74 
３－２ プロジェクト費用負担 .................................................................................................... 74 
３－３ 著作権について ............................................................................................................... 74 

第４章 調査報告 ............................................................................................................................. 75 
４－１ プロジェクト実施の妥当性 ............................................................................................. 75 
４－２ プロジェクト内容 ........................................................................................................... 78 
４－３ プロジェクトの実施体制................................................................................................. 82 

第５章 留意事項 ............................................................................................................................. 85 
５－１ プロジェクト費用負担について ...................................................................................... 85 
５－２ 合同調整委員会、実行委員会のメンバーリストについて............................................... 85 
５－３ プロジェクトオフィスについて ...................................................................................... 85 

付属資料 ........................................................................................................................................... 87 
１．第二次事前評価調査日程表 .................................................................................................... 89 
２．ミニッツ ................................................................................................................................. 91 
３．Timeline for Activities to Implement the New Policy for Curriculum Development 2005-2009.......... 107 



 

 
 

 
 

 

第Ⅰ部 実施協議報告書 



 



 

目   次 

 

序   文 

目   次 

略 語 表 

地   図 

 

第１章 背景と経緯............................................................................................................................ 1 

第２章 調査・協議の過程と概略 ...................................................................................................... 2 

２－１ 調査・協議の経過 ................................................................................................................. 2 

２－２ プロジェクトの概要 ............................................................................................................. 2 

付属資料 ............................................................................................................................................. 5 

１．事業事前評価表............................................................................................................................ 7 

２．討議議事録................................................................................................................................. 15 

３．ミニッツ .................................................................................................................................... 27 

 

 



 

 



 

第１章 背景と経緯 

カンボジアでは 1975～79 年のポル・ポト政権による大量虐殺によって教師や知識人らの有能な人
材はことごとく失われ、人材育成のシステムそのものが崩壊した。その後の政権によってある程度の
再興は達成されたが、量的な拡大に重点を置いたために、退学率の高さ、能力のある教師の不足等の
質的な問題を抱え込んだままである。なかでも理数科分野の人材育成については､将来的な産業の高
度化において極めて重要であるにもかかわらず､過去に支援の対象とされてこなかったため、早急な
質的改善が望まれている。 

1996 年に行われたカリキュラム改訂においては、後期中等教育は他ドナーからの支援を十分受け
ることが出来ず、カンボジア側が独自にカリキュラム･教科書作成を行った。そのため、（1）各学年
段階、高校レベルにふさわしくない難解･高度な内容が含まれている、（2）各単元間のつながり、重
要な概念の欠落、用語や記号が学年間で統一されていない、（3）記述が抽象的で、具体的な説明・図
式などが欠落しており高校生には分かりづらい内容である、（4）教科書作成プロセスでは、少人数の
執筆者が限られた知識、もしくは知識がないままに教科書を作成しており、また執筆者自身も自らの

学識に不安を抱いていた、さらにこのような不安に対処するサポートシステムもなかった、と指摘さ

れている。 

現在、国連児童基金（UNICEF）、米国国際開発庁（USAID）等を中心にカリキュラム改訂を支援
する計画が進められている。JICAは、2000年 8月から 2005年 3月まで 4年 8か月間、理数科教育
改善計画（STEPSAM）を実施しており、この成果を評価したカンボジア教育省から後期中等理数科
教育分野のカリキュラム・教科書改訂に対する JICAの協力を求めてきた。 
 JICAは、2005 年 2 月から 2005 年 5 月にかけて本プロジェクトの事前評価調査を実施し、カンボ
ジア政府や関係機関との間で、協力計画の策定についての協議を行った。 

2005年 6月以降は、JICAカンボジア事務所がカンボジア側と実施協議を行い、11月に討議議事録
に署名した。 
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第２章 調査・協議の過程と概略 

２－１ 調査・協議の経過 

２－１－１ 第一次事前評価調査 
（１）調査期間 

2005年 2月 16日～2005年 2月 26日 
 

（２）調査団の構成 

担当分野 所属先 氏名 

団長・総括 JICA人間開発部 第 1グループ 基礎教育第 1チーム チーム長 佐久間 潤 

教育計画 JICA人間開発部 課題アドバイザー 林川 眞紀 

理科教育 
株式会社シーディーシーインターナショナル海外事業部 
技術協力アドバイザー 

前田 美子 

協力企画 JICA人間開発部 第 1グループ 基礎教育第 1チーム 職員  十河 佳子 

 
２－１－２ 第二次事前評価調査 
（１）調査期間 

   2005年 4月 21日～2005年 5月 24日 
 

（２）調査団の構成 

担当分野 所属先 氏名 

団長・総括 JICA人間開発部 第 1グループ 第 1チーム チーム長 佐久間 潤 

教育計画 JICA人間開発部 課題アドバイザー 林川 眞紀 

協力企画 JICA人間開発部 第 1グループ 第 1チーム 職員  十河 佳子 

プロジェクト効果分析 株式会社ブイ・エス・オー 事業部長 宮川 眞木 

 

２－１－３ 実施協議 
（１）協議日程 

 2005年 6月～11月（JICAカンボジア事務所） 
 

２－２ プロジェクトの概要 

２－２－１ プロジェクト名 

カンボジア高校理数科教科書策定支援プロジェクト 

（The Project for Improving Science and Mathematics Education at Upper Secondary Level） 
 

２－２－２ プロジェクト目標 

高校理数科教育におけるカリキュラムと教科書開発のための教育・青年・スポーツ省（Ministry of 
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Education, Youth and Sports：MoEYS）内のプロセスが確立する。 
 

２－２－３ 成果 

① 高校理数科のカリキュラムと教科書開発の手順に係る計画案が決定する 

② カリキュラムと教科書開発のためのワーキンググループが組織され、機能する 

③ 新カリキュラムが開発される 

④ より質の高い教科書案と教師指導書案が開発される 

 

２－２－４ 主な活動 

1.1 実行委員会がMoEYSの過去の手順に関し、情報を収集し分析する 
1.2 実行委員会が今後の計画策定をするためのワークショップを開催する 
1.3 実行委員会がプロジェクト期間を通して、開発手順を試行する 
1.4 実行委員会が試行した結果を提言としてまとめる 
 
2.1 実行委員会がワーキンググループのメンバーの選定基準を作成する 
2.2 実行委員会がワーキンググループのメンバーを選定する 
2.3 教科別（数学、物理、化学、生物）のワーキンググループが活動計画を作成する 

 
3.1 実行委員会がワーキンググループメンバーのための、カリキュラム開発に関するセミナーと

ワークショップを開催する 
3.2 ワーキンググループが現行カリキュラムの見直しを行う 
3.3 ワーキンググループが外国カリキュラムを分析する 
3.4 ワーキンググループが日本研修でカリキュラム案を作成する 
3.5 ワーキンググループが作成したカリキュラム案について、教員、教育視学官（学校レベル）

からコメントを取り付ける 
3.6 ワーキンググループが作成したカリキュラム案について、MoEYS内の関連部署からコメン

トを取り付ける 
3.7 新カリキュラムの承認手続きを行う 

 
4.1 ワーキンググループが 現行の教科書と教師指導書の見直しと分析を行う 
4.2 実行委員会がワーキンググループメンバーのための、教科書と教師指導書の開発に関するセ

ミナーとワークショップを開催する 
4.3 実行委員会が教科書と教師指導書の編集方針を設定する 
4.4 ワーキンググループが教科書案と教師指導書案を執筆する 
4.5 ワーキンググループが特定の章について教科書案と教師指導書案について試行する 
4.6 ワーキンググループが教科書案と教師指導書案を必要に応じて修正する 

 

２－２－５ 投入 

（１）日本側 

① 専門家：総括、副総括／モニタリング、カリキュラム開発、教科書試行、数学教育、物理教
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育、化学教育、生物教育 

② 研修員受け入れ 
③ 機材供与等 

（２）カンボジア側 

① カウンターパート人件費 
② プロジェクトオフィス、プロジェクトオフィスにかかる維持管理費 
③ 教科書開発費用(編集料、承認料、著作権費用) 
④ 実行委員会及びワーキンググループの運営費用 
 

２－２－６ プロジェクト内容 
プロジェクト実施のガイドラインとしてプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）を、プロジェクト実施計画案として活動計画（Plan of Operation：PO）を策定し、合
意に至った。 

 

２－２－７ プロジェクト実施体制 
カンボジア側は、教育省次官（Secretary of State, MoEYS）がプロジェクト・ディレクター、教育局

長（Director General of Education, MoEYS）がプロジェクト・マネージャーとして任命された。 
日本側は、プロジェクト・マネージャーが、プロジェクト管理・運営に係る必要なアドバイスを行

うこととし、専門家はプロジェクト実施に係る必要な技術指導を行うこととした。 
また、プロジェクトの技術移転を成功させるために、合同調整委員会（Joint Coordination Committee： 

JCC）を設置することとした。 
 

２－２－８ プロジェクト評価 
プロジェクト終了 6か月前に日本・カンボジア合同で実施することとした。 

 

２－２－９ プロジェクト実施期間 
プロジェクト開始を 2005年 11月とし、協力期間を約 3年とした。 

  

－ 4 －



 

 

 
 

付属資料 

 
１．事業事前評価表 

 

２．討議議事録 
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第１章 調査団の概要 

１－１ 背景 
カンボジアでは 1975～79年のポル・ポト政権による大量虐殺によって教師や知識人らの有能な人

材はことごとく失われ、人材育成のシステムそのものが崩壊した。その後の政権によってある程度の

再興は達成されたが、量的な拡大に重点を置いたために、退学率の高さ、能力のある教師の不足等の

質的な問題を抱え込んだままである。なかでも理数科分野の人材育成については､将来的な産業の高

度化において極めて重要であるにもかかわらず､過去に支援の対象とされてこなかったため、早急な

質的改善が望まれている。 
1996 年に行われたカリキュラム改訂においては、後期中等教育は他ドナーからの支援を十分受け

ることが出来ず、カンボジア側が独自にカリキュラム･教科書作成を行った。そのため、（1）各学年
段階、高校レベルにふさわしくない難解･高度な内容が含まれている、（2）各単元間のつながり、重
要な概念の欠落、用語や記号が学年間で統一されていない、（3）記述が抽象的で、具体的な説明・図
式などが欠落しており高校生には分かりづらい内容である、（4）教科書作成プロセスでは、少人数の
執筆者が限られた知識、もしくは知識がないままに作成しており、また執筆者自身も自らの学識に不

安を抱いていた、さらにこのような不安に対処するサポートシステムもなかった、と指摘されている。 
現在、UNICEF、USAID等を中心にカリキュラム改訂を支援する計画が進められている。JICAは、

2000年 8月から 2005年 3月まで 4年 8か月間STEPSAMを実施しており、この成果を評価したMoEYS
から後期中等理数科教育分野のカリキュラム・教科書改訂に対する JICAの協力を求めてきた。 

 
１－２ 調査団の目的 
今回の第一次事前評価調査の目的は以下のとおりである。 

 カリキュラム・教科書改訂に係るカンボジア側の意向、予算措置の有無、実施体制等を確認
の上、プロジェクトの枠組み、カリキュラム・教科書改訂の進め方、実施体制について、カ

ンボジア側と協議、合意する。 
 

他ドナー等からカリキュラム・教科書改訂に係る関連情報を収集する。 
 
１－３ 調査団派遣期間 

2005年 2月 16日～2005年 2月 26日 
調査日程は付属資料 1のとおり。 

 
１－４ 団員構成 
担当分野 所属先 氏名 

団長・総括 JICA人間開発部 第 1グループ 基礎教育第 1チーム チーム長 佐久間 潤 

教育計画 JICA人間開発部 課題アドバイザー 林川 眞紀 

理科教育 
株式会社シーディーシーインターナショナル 海外事業部  
技術協力アドバイザー 

前田 美子 

協力企画 JICA人間開発部 第 1グループ 基礎教育第 1チーム 職員  十河 佳子 
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１－５ 主要面談者 
 カンボジア教育・青年・スポーツ省（MoEYS） 
H.E. Im Sethy    Secretary of State  
H.E. Pok Than    Secretary of State  
H.E. Mak Vann   Secretary of State 
H.E. Kau Nay Leang  Director, General of Education  
Mr. Leang Nguonly   Deputy Director, General of Education l  
Dr. Nath Bunroeun   Under Secretary of State 
Mr. Buoy Bunna   Under Secretary of State 
Ms. Ton Sa Im    Director, Pedagogical Research Department  
Mr. Chroeung Lim Sry  Director, Secondary Education Department  
Mr. Yang Yano   Director, Cultural Relations and Scholarships Department 
Mr. In Kim Srun   Director, Publishing and Distribution House 
Mr. Eng Kimly   Deputy Director, Pedagogical Research Department 
Ms. Kan Neary   Deputy Director, Cultural Relations and Scholarships Department 
Mr. Sok Rithy    Deputy Director, Publishing and Distribution House 
Mr. Prak Polla    Secondary Curriculum Training Specialist 

 
● 国立教育研修所（National Institute of Education :NIE） 

Dr. Im Koch    副所長 
 

● 王立プノンペン大学(Royal University of Phnom Penh: RUPP) 
Dr. Neth Barom   Vice Rector 
Dr. Luise Ahrens Maryknoll Advisor 
 

● 地方教員養成校（Regional Teacher Training College：RUPP） 
Mr. Neang Riem   校長 

 

● 高校 

Boueng Tra Baek高校  校長 
Samak高校    校長 

  

● 他ドナー 
Mr. George Taylor   Project Director/Policy Advisor, Cambodia Basic Education Project, USAID 
Mr. David Howes   Curriculum Development Manager, Cambodia Basic Education Project, USAID 
Mr. Sophea Mar   Social Sector Officer, Cambodia Resident Mission, ADB 
Ms. Perseveranda So  Head of Education Sector, UNICEF 

 

● 在カンボジア日本国大使館 

作田 吉弘    二等書記官 
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● JICAカンボジア事務所 
力石 寿郎    所長 

三次 啓都    次長 

合澤 栄美    所員 

 

● 教育省教育プログラムコーディネーター 

三浦 愛    専門家 

 

● STEPSAM 
村山 哲也    専門家 
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第２章 調査結果の要約 

 調査団は、2005年 2月 16日から同 25日までカンボジアに滞在し、イム・セティー長官をはじ
めとする教育省関係部局の関係者、STEPSAMの村山専門家、教育省教育プログラムコーディネータ
ーの三浦専門家等とプロジェクトの枠組みに関し協議を行ったほか、USAID、アジア開発銀行（ADB）、
UNICEF等の他ドナーを訪問し、情報収集と意見交換を行った。また、プノンペン近郊の高校 2校と
中学校の教員養成機関である地方教員養成校（RTTC）を訪問し、その活動状況を調査した。これら
の調査結果要約は以下のとおりである。 

 
２－１ プロジェクトのフレームワーク 
本プロジェクトのフレームワークについては、教育省の関連部局の能力開発を通じ、後期中等教育

の理数科カリキュラムを開発し、同カリキュラムに基づき教科書及び教員指導書（以下、「教科書等」

とする）の最終草稿を完成させ、学校教材承認委員会（Education Material Approval Board：EMAB）
に提出するところまでとすることが適切である。当初は、この委員会への最終草稿の提出は、プロジ

ェクトの対象外とすることを想定していたが、カンボジア側との協議を通じ、最終草稿の完成・提出

までをプロジェクト内で責任をもって実施することが望ましいと判断した。他方、教科書等の最終草

稿の提出後、EMAB での最終的な承認を得るまでに、どれくらいの日数を要するかは明確でないこ
とから、このプロセスはプロジェクトの対象外とすることが適切である。 
また、教科書等の最終承認後は、これらの印刷・配布ならびに教員への研修等が必要となるが、現

時点ではいずれの活動についても具体的な計画策定や予算措置は行われていない。したがって、これ

らの活動に対する支援は、必要あれば平成 17年度案件として採択予定の STEPSAMフェーズ２や草
の根無償等の活用を検討することが適切である。 
なお、後期中等教育のカリキュラム及び教科書等の改訂に対する支援を表明しているドナーは、現

段階では JICAだけであり、教育省からは、これまでの STEPSAMの協力への謝辞とともに、本協力
の実現に大きな期待を有していることが表明された。 

 
２－２ プロジェクトのタイトル 
案件名については、カリキュラム、教科書等の改訂を通じ後期中等理数科教育の改善に資すること

を目的としたプロジェクトであることから、“Project for Improving Science and Mathematics Education at 
Upper Secondary Level”（後期中等理数科教育改善プロジェクト）とすることを提案した。 
 

２－３ プロジェクトの実施体制 
本プロジェクトの実施体制（案）は、教育省へ提出した別添レポートの ANNEX‐IIに示したとお

りである。本来は、本プロジェクトの直接のカウンターパート機関は、カリキュラム開発を所管する

教育研究局（PRD）と教科書作成を所管する教科書印刷配送センター（PDH）である。しかしながら、
両機関は、カリキュラム開発や教科書執筆を実際に行えるスタッフを十分に有しているわけではない

（特に PDHは、教科書の編集、印刷、配布がその本来的な役割であり、教科書を執筆できるスタッ
フを有していない）。したがって、本プロジェクトにおいてカリキュラム開発及び教科書作成等を行

う際には、実際にこれらの作業を行える人員を国立教育研修所（NIE）スタッフや王立プノンペン大
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学（RUPP）教官、教育視学官、現役の教員等の中から人選し、教科ごとのチーム（Curriculum and 
textbooks Writing Team）を組織し、作業を進めていくことが適切である。特に、これまでの STEPSAM
の協力により、NIE のスタッフの能力強化が進んでいることから、PRD と並んで NIE が、本プロジ
ェクトにおいても中心的な C/P機関の役割を果たすことが期待される。 
なお、カリキュラム開発、教科書作成等を円滑に実施するためには、教員養成局（TTD）や中等教

育局（GSDE）等の関連部局との情報共有や調整等が不可欠である。したがって、PRDと NIEが中心
となって、これらの調整を行うことがあわせて期待される。また、同様の観点から、本プロジェクト

のプロジェクト・マネージャーは、現在教育省内の横断的活動の調整の任にあたっている教育総局長

のカーナリヤン氏とすることが適切と考えられる。 
  

２－４ プロジェクト期間 
プロジェクトの期間については、今後詳細な検討を要するものの、基本的には 2005年 9月頃から

3年間程度とする。 
 

２－５ 他ドナーの協力との関係 
2004年 2月から 2006年 2月までの予定で、現在 USAIDが基礎教育課程（第 1～9学年）のカリキ

ュラム開発に対する支援として CBEプロジェクト（Cambodian Basic Education Project）を行っている
が、これ以外にはカリキュラム開発や教科書作成に関わっているドナーはない。CBE プロジェクト
と本プロジェクトでは、協力対象や分野（学年）に重複はないものの、前期と後期中等理数科教育の

適切で円滑なつながりを確保するためには、CBE プロジェクトが作成する新カリキュラム案をある
程度踏まえた上で本プロジェクトのカリキュラム開発を行うことが必要である。USAID によれば、
本年 3月には、カリキュラムの基となるMLS（Minimum Learning Standard）が完成する予定とのこと
であり、これを入手の上、本プロジェクトを進めていくべきであろう。また、両プロジェクトとも

PRDをカウンターパート機関としていることから、この点には留意が必要である。 
このほかの教育分野の主要ドナーとしては、ADB、UNICEF 等が挙げられる。ADB は、ESDP

（Education Sector Development Plan）フェーズ２のローン・アグリーメント（2,400万ドル）を、カン
ボジア政府との間で締結したところであり、この中には全国 24州を対象としたモデル高校 24校の建
設が含まれている。したがって、今後これらの高校において本プロジェクトが開発した教科書等を優

先的に使用するといった形での連携の可能性はあるものと考えられる。 
UNICEFは、CBEプロジェクトによるカリキュラム完成後、第 1～3学年の教科書印刷・配布への

支援を検討しているが、その前提として教科書開発・作成にかかる包括的な教科書作成計画（Textbook 
Production Policy）の策定が必要と認識しており、教育省からの要請があれば計画策定のための技術
支援を行うことを検討している。この計画は、第１～12 学年すべてを包括する内容となる見込みで
あり、本プロジェクトの教科書作成にも影響を与える可能性があることから、今後とも情報交換を行

っていく必要がある。  
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第３章 プロジェクト実施の流れ 

本プロジェクトでは、教科・科目によって異なるものの、基本的には教科書の作成は、諸外国の教

科書・参考書を翻訳し現地に適用する方法によって行うこととする。これは、後期中等レベルの理数

科教育は、知識の体系・内容が確立しており、国際的にほぼ普遍的なものであるという認識に基づく。

翻訳に対する抵抗が懸念されたが、前回の具体的な教科書作成作業を経験した関係者や、執筆者のキ

ャパシティの限界を知る関係者からは、それが現実的な方法であると理解されていることが、本調査

で確認できた。以下、具体的なプロセスを示す。 
 

３－１ カリキュラム開発 
３－１－１ 編著者チームの編成 
各教科・科目ごとに、技術スタッフと運営スタッフからなる編著者チームを編成する。チームのメン

バーは、日本人のアドバイスのもと、実際にカリキュラムの作成を行い、教科書・指導書の執筆・編

集作業にかかわる。各チーム 5-7名。各チームの構成メンバーは以下のとおり。 

1）NIE教官を中心とし（最低一名は必ず含める）、RUPP教官、教育省関係部局のスタッフ、現役
高校教員などから、教科の専門性と英語力を重視したうえで選出する。MoEYS内に影響力を与
えることのできるメンバーを最低一名は含める。 

2）PRDと PDHから教科の専門家を一名ずつ。PRDスタッフについては、専門性、英語力より局
内での指導力や影響力も考慮する。 

教科書・指導書の編著者として PRDによる承認を得て、PDHにメンバーリストを提出する。 
教科書の執筆者については、職位より専門性を重視して選ぶべきであるという認識は、イム・セテ

ィー長官をはじめ関係者の間では共通している。高校教員からのリクルートに関しても、問題はない

と思われる。 
 

３－１－２ 現行カリキュラム・教科書・指導書の問題点分析 
編著者チームによる現行カリキュラム・教科書・指導書の問題点分析を行う。この作業は、諸外国

の教科書等の比較検討を通じて行う。 
 

３－１－３ 参考書の選定と出版権の承諾に関する手続き 
翻訳・参考にする外国の教科書を、出版権問題を考慮のうえ選定する。日本人の技術支援のもと執

筆作業が行われることから、英語で書かれたものであることが望ましい。USAID/CBEプロジェクト
で参照した外国の理数科カリキュラム・教科書も参考にする。必要に応じ、その出版権者と交渉し、

出版権の承諾に関する手続きを行う。学校教育目的の出版と商業目的の出版では出版権料が異なるな

ど、出版権の扱いは複雑であり、かつプロジェクト終了後の責任も伴う。責任の所在を明確にするた

めにも、出版権者との交渉は、教育省・PDHに委任する。 
 

（１）外国教科書の研究 

同時並行で、編著者チームのメンバーは、参考書の内容に関して勉強会を開くなどして、理解を深
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めておく。内容の理解に関し、技術支援が必要な点（例えば、用語の意味、実験の方法、問題の解法

など）について、リストアップしておく。 
 

３－１－４ カリキュラム草案の作成 

チームメンバーのうち、特に能力が高い 2-3名が、本邦において日本人専門家の支援を受けながら、
以下の作業を行う。チームメンバーのうち、PRD のスタッフは必要に応じて、本邦での作業に加わ
る。 

 
1）カリキュラムの草案を作成する。実際には、参考とする外国教科書からカリキュラムを作成

するという手続きになると考えられる。 

2）具体的な教科書・指導書作成の基本方針と作業手順（翻訳・現地適用化作業など）について

検討する。内容に関する教科間の連携についても、調整を行う。 

3）（３）でリストアップされた内容に関し、日本人のアドバイスを受ける。 

 

３－１－５ 関係者からの意見聴取とカリキュラムの承認 

本邦における作業後、ワークショップなどを通して、編著者のメンバーや関係者から、カリキュラ

ム草案について意見聴取し、改訂を行う。カリキュラム調整委員会（Curriculum Coordination 
Committee）の承認を得て、最終稿とする。 

 
３－２  教科書開発 
３－２－１ 教科書作成作業 
技術スタッフを中心に、教科書作成作業を行う。作業手順に関しては、上記（５）で検討された計

画に従う。教科・科目によって異なるが、翻訳・現地適用化作業が中心になる。 
カリキュラム・ポリシーの見直しによる、各学年の授業時間数の変更に柔軟に対応できるよう、第

10学年から 12学年まで、教科・科目ごとに連続性をもたせるように配慮する。 
 

３－２－２ 指導書作成作業 
教科書作成と並行して、指導書を作成する。指導書には、教科書のドラフトを NIE の教員訓練プ

ログラムなどで使って得たフィードバックや、学校現場での試行導入の結果を反映させる。指導書の

内容は精選し、STEPSAMで作成した補助教材（実験書、問題集、参考書、ニュースレター）を活用
することも考慮する。 

 
３－２－３ 試行導入 
プノンペン市内の高校の数校・数クラスで、試行導入を行う。NIEで教員研修を受けた教員が、学

校現場で教え、そのフィードバックを得るという方法をとる。教科書の最初から最後までひと通り試

行する必要はなく、試行する必要のある章や節だけ（例えば、新しく導入された内容）を教えるとい

う方法で行う。なお、試行導入は PRDの責任で行われるものであり、Kau Nay Leang氏からは、前回
の教科書改訂の経験に基づき、試行導入については、3校（成績上位、中位、下位校）を選び、章ご
とに行うという案も出され、比較的小規模な試行導入のイメージをもっているようであった。 
試行導入によって、生徒に全国テストで不利益を生じさせないような配慮が必要である。その方法
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としては、正規の授業では現行教科書を使用しておき、放課後に特別な時間を設けて行う、あるいは、

試行導入のクラスを固定せず分散させておくことなどが考えられる。 
 
３－２－４ 教科書・指導書の検定・承認 
教科書・指導書ごとに EMABの検定を受け、承認を得る。EMABは、教科専門家、クメール語専

門家、教育法専門家から構成されているが、1科目の審査に 1か月かかることから、完成した教科書・
指導書から、EMABに提出していく必要がある。 
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第４章 留意事項 

４－１ カリキュラム開発と教科書等作成の基本的な考え方 
 新カリキュラム開発の基本的枠組みであるカリキュラム・ポリシーがすでに最終承認されている

ため、本プロジェクトにおけるカリキュラム開発と教科書等作成にあたっては、これを前提とする必

要がある。他方、後述するように、カリキュラム・ポリシーに記載のある科目選択制は、その内容が

十分に吟味されているとは必ずしもいえない点があり、この制度が中長期的に継続していくのかは現

時点では不明である。したがって、特に教科書開発にあたっては、教科書の内容と体裁が、選択制導

入の成否に関わらず、今後数年間は有効であるようなものを開発することを優先課題として計画・実

施することが適切である。 
 

４－２ 外国教科書の翻訳にかかる著作権の取り扱いについて 
本プロジェクトにおける教科書作成については、基本的に外国の教科書数冊を基に内容をローカラ

イズし、翻訳することを想定している。これは、現在教育省が有する関係者のキャパシティ等を考慮

すると翻訳がもっとも効率的な教科書作成方法と考えられるからである。しかしながら、翻訳により

教科書作成を行う場合は著作権の問題をクリアにする必要があり、この点を今後検討していくことが

求められる。具体的には著作権の問題が生じる場合に、どの部局が所管するのか、またどのように経

費負担を行うのかといった点が今後の検討課題である。 
 

４－３ カリキュラム、教科書等の承認プロセスについて 
カリキュラム、教科書等の承認プロセスが全体としてどのようになっているのかが、現時点では明

確になっていないことから、この点をカンボジア側が早急に行うことが求められる。例えば、カリキ

ュラムの承認はどのような形で行われるのか、コア・カリキュラム委員会（Core Curriculum 
Committee：CCC）が設立予定とされているが、この機能・役割・構成等はどうなるのかといった事
項がプロセス全体にわたって早急に明確化されることが必要である。 

 
４－４ マスタープランへのコメント 
教育省は、昨年 12月に承認されたカリキュラム・ポリシーに基づき、カリキュラム作成とそれに

付随する関連活動のスケジュール等を示すマスタープランを策定している。このマスタープランは、

本年 4月頃までには最終案が確定する予定であり、それまでに JICAからのインプットも行うよう求
められていることから、下記のような点についてコメントペーパーを作成し、後日、調査団が帰国後

に教育省へ提出する。 
   
① 選択制導入にあたっては、学生が、進学希望学部（学科）に応じた適切な科目選択が行える

よう、科目選択ガイドラインの作成とオリエンテーションの徹底が必要である。 

 

② 同様に、選択制導入にあたっては、生徒のアセスメント方法の変更や教員研修計画の変更が
必要であり、これらの活動もマスタープランの中に入れておく必要がある。 
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４－５ カウンターパート費用の負担について 
教育省によれば、従来教科書作成のためのチームが編成された際には、同チームのメンバーの多く

が教育省スタッフであるにも関わらず、原稿料が支払われていたとのことである。こうした費用は当

然ながらカンボジア側の負担と考えられるが、それが、困難な場合本プロジェクトでどのように対応

するのか。他ドナーの間では、教育省スタッフへの人件費は 2006年以降支給しないことで合意して
いることから、これらの動きも見つつ、今後の対応を検討していく必要がある。 
   

４－６ 地学に対する協力について 

付属資料 2「地学・環境学支援に対する懸念事項」に記載のとおり、地学・環境学への支援に関し
ては、多くの懸念される点があることから、本プロジェクトに含めるかどうかといった点は、今後引

き続き検討を要する。 
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１．第１次事前評価調査日程表 
 

第1次事前評価調査日程表

佐久間団長 林川団員 前田団員 十河団員

1 2月 16日 水

大阪（11:10,JL5113)⇒ﾊﾞﾝｺｸ
（15:30）、
ﾊﾞﾝｺｸ(17:30,TG698）⇒ﾌﾟﾉﾝ
ﾍﾟﾝ（18:45）

団長と同じ

2 17日 木

3 18日 金

4 19日 土

5 20日 日

6 21日 月

7 22日 火

ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ（20:25,TG699)⇒
ﾊﾞﾝｺｸ（21:30）
ﾊﾞﾝｺｸ(22:55,JL704）⇒

8 23日 水 報告書作成 ⇒成田着(06:35）

9 24日 木 14:30　MoEYS（ＰＲＤ）協議

10 25日 金 09:00　MoEYS(ＰＲＤ)との協議
(ミニッツ署名)
JICA事務所報告

在カンボジア大使館報告

ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ（18:30,SQ5007)⇒
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ（21:25）⇒

ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ（20:25,TG699)⇒
ﾊﾞﾝｺｸ（21:30）
ﾊﾞﾝｺｸ（23:59,JL5112）⇒

ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ（20:25,TG699)⇒
ﾊﾞﾝｺｸ（21:30）
ﾊﾞﾝｺｸ(22:55,JL704）⇒

11 26日 土 ｼﾄﾞﾆｰ、ﾌﾞﾘｽﾍﾞﾝ経由
2/27　ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ（PNG）着 ⇒大阪（07:10） ⇒成田(06:35）

団長と同じ

団長と同じ

10:00  MoEYS（ＴＤＤ、ＰＤＨ）協議

16:00　UNICEFとの協議

08:00　MoEYS（ＧＳＥＤ）協議

14:30　ＲＵＰＰとの協議（Mr. Neth Baron副学長）

10:30　USAIDとの協議

15:30　ADBとの協議

10:00　プノンペンRTTC訪問

団長と同じ

成田（10:55,JL717）⇒ﾊﾞﾝｺｸ（15:55）、
ﾊﾞﾝｺｸ（17:30,TG698）⇒ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ（18:45）

団長と同じ

団長と同じ

08:00　JICA事務所表敬（在カンボジア日本大使館担当書記官ご同席予定）

08:30　MoEYS（教育研究局）協議、他ドナーのコンサルタントとの協議（ADB、UNICEF、USAID等）

08:00　Boueng Tra Beak高校視察

資料整理

08:30　STEPSAMプロジェクトディレクター（H.E.Nath Bun Rouen)

14:00　NIE訪問（村山専門家）

10:00　打合せ、MoEYS イムセティ長官表敬
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２．地学・環境学支援に対する懸念事項 

地学・環境学支援に対する懸念事項 

 

１．カンボジアにおける地学・環境学導入の重要度 

G11と 12の選択制導入には、現行カリキュラム・教科書の内容が多すぎて定められた授業時間数
内では教えきれないため、学習する科目数を減らし授業時間数の増加で対応しようとしたという背景

がある。例えば、化学・物理・生物は、現行カリキュラムにおいては高校 3年間で各々6単位である
が、新カリキュラム・ポリシーでは 10単位に増加させ、既存の教科書の内容については、すべてカ
バーするようにしたいという考えがある。地学・環境学も 10単位として導入されることになるが、
他科目とは大きく異なり、現行の 3単位からの増加である。既存の内容をカバーするというより、新
しく教えることになる内容がかなり多くなるはずである。しかし、何のために、どのような内容を含

めることを計画しているのか、カンボジアの地学・環境学の大幅な授業時間数の増加の意図が不明で

ある。機械的に他科目と横並びで授業時間数を増加させたように思われる。以下に述べるように、地

学・環境学の大幅な時間数の増加は「新しい科目」を導入するに等しいことが十分には認識されてい

ないと考えられる。 
 
国際的にも、高校レベルの理数系科目の中では、地学は優先度の低い科目との認識が一般的である。

理数系科目は論理的に関連付けられた知識のヒエラルキー、体系が明確である。数学が基礎となり、

数学の理解がないと物理の学習は困難であり、物理の知識がないと化学の理解は進まず、化学の知識

がないと生物の学習はうわべだけになる傾向がある。地学は、さらにその上にあり、他科目との有機

的な関連に基づいて学ぶ複合領域的な要素が多く、理科教育における必修科目としての優先度は低い

ものと考えられている。 
 
世界的に地学教育がすすんでいる日本でさえ、他科目と比較すると地学の優先度は低い。日本では、

2004 年 6 月に行われた中央教育審議会中等教育分科会において、近年の高校における選択制につい
て、以下のような提案がなされている。 
「高校の理科教育については、物理、化学、生物の 3教科を必修とする。現代社会において科学の

知識は、個人の生活および仕事の上で不可欠であるばかりか、我々の生活に重要な影響を及ぼすエネ

ルギー政策や環境政策を国民が判断する際にも政治基盤として必要不可欠である。したがって、その

基礎となる物理、化学、生物の 3教科は高校生まで必修にすべきである。（中略）物理、化学、生物、
地学の 4科目および関連する技術、家庭、保健の内容の再整理を行う必要がある。（中略）特に地学
の分野においては、その内容が多岐の分野にわたることから、児童・生徒の発達段階による内容の取

り扱いについて、他科目との有機的な関係に配慮すべきである。」 
環境学に至っては、高校レベルの理科の科目として確立していない。環境に関する内容は、複合領

域・境界領域として、物理、化学、生物、地学などの主要科目に含まれているのが一般的である。 
 
カンボジアの学校現場では、理数科の基礎となる科目の知識の習得にも多くの困難を抱えており、

それらを複合的に組み合わせたうえで学習することになる科目、知識の体系が確立されていない科目

をあえて導入するカンボジア側のニーズが現時点では十分に明確になっていないといわざるを得な
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い。十分な計画がないままに地学・環境学を導入することは、学校現場を混乱させる恐れがある。 
 

２．日本側の支援体制 

 高校レベルの環境学は知識体系が未整備であり、科目としての地位を得ていないことから、日本に

おいてもカリキュラム・教科書作成の経験がほとんどない。また、現地適用化に多大なエネルギーと

高度な技術が必要な分野である。日本における支援体制が整わないことが危惧される。 

 

３．カンボジア側の導入条件が未整備 

先に述べたように、地学・環境学の大幅な時間数増はカンボジアにおいては、「新しい科目」を導

入するに等しいと考えてよい。そうした観点からいうと、高校で新しく導入される職業訓練科目と同

様の条件（教員養成、カリキュラムの開発、教科書の作成・印刷）の整備が必要である。特に、教員

研修にかかわるコスト負担を、教育省は十分検討する必要がある。現在でも、地学の教師は不足し、

化学・生物・地理などの教員が地学を担当せざるを得ないという現状がある。地学・環境学のカリキ

ュラム・教科書が作成されたとしても、教員の数が明らかに不足しているため、どの程度、それらが

実際に学校現場で使われるのか不明である。「新しい科目」かつ「物理、化学、生物の知識を土台に

する科目」を教えることのできる教員をつくることは容易でない。全体的に見て、どの科目の教員養

成に優先度があるのか教育省は今後十分検討する必要があろう。 
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