
 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト研究 
「教科書開発案件を通じた 

学びの改善アプローチのレビュー」 

 

業務完了報告書 

 

 
令和 2 年 7 月 

（2020 年） 

 

 

 

株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

目     次 

 

第１章 調査の概要 ....................................... 1 

第２章 教科書開発に関する国際的議論と潮流 ............... 7 

第３章 日本の教科書開発の特徴 .......................... 17 

第４章 JICAの教科書開発案件の実施プロセス ............. 38 

第５章 教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチの成果 83 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

第６章 JICAの教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチの

更なる課題と改善の方向性（提言） ......................... 111 

参考文献  ............................................... 114 

 

 

  



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

付     表 

表 1. 業務従事者の主要業務内容 .......................................................................................... 2 

表 2. 本調査対象案件 .............................................................................................................. 3 

表 3. 教科書会社聞き取り調査実績 ...................................................................................... 4 

表 4. 聞き取り調査実績（日本人関係者のみ） .................................................................. 5 

表 5. 各国における算数・数学教科書の使用義務・使用状況等 ...................................... 8 

表 6. ICMT 2019 で指定された研究テーマ ........................................................................ 10 

表 7. 低所得国における教科書開発：政策と実践のためのガイド ................................ 11 

表 8. PEDP3 の枠組み ........................................................................................................... 12 

表 9. BEQUAL の概要 .......................................................................................................... 14 

表 10. 小学校学習指導要領算数の目標 .............................................................................. 21 

表 11. 教育出版 小学算数の編集方針と特徴 .................................................................. 23 

表 12. 啓林館「単元別学習内容」（一部抜粋） .............................................................. 26 

表 13. 平成 29 年（2017 年）8 月 10 日告示の教科共通の検定基準（要約） .............. 31 

表 14. 算数及び数学科の教科固有の条件 .......................................................................... 32 

表 15. 平成 31 年度（2019 年度）用教科書の平均単価 ................................................... 35 

表 16. 本調査対象案件の学びのサイクルへのアプローチ（概要） .............................. 38 

表 17. 各国が目指す生徒の人材像、身につけさせたい学力観 ...................................... 39 

表 18. 各国のカリキュラム・教科書開発・改訂に係る制度及び政策 .......................... 42 

表 19. 各国のカリキュラム・教科書と国家レベルの学力評価システムとの連動 ...... 44 

表 20. 教科書・教師用指導書作成方針・方策 ................................................................. 47 

表 21. CREATE の教科書開発ガイドライン（抜粋） ..................................................... 49 

表 22. CREATE の教員用指導書開発ガイドライン（抜粋） ......................................... 50 

表 23. 算数・数学科教科書・指導書開発担当の C/P（執筆者） ................................... 50 

表 24. 算数・数学科教科書・指導書開発担当の C/P（執筆者）に求められる資質・能

力 ........................................................................................................................................ 52 

表 25. 日本人専門家（算数・数学教育関連）に求められる資質・能力と主な役割 .. 53 

表 26. 教科書会社による専門家派遣案件 .......................................................................... 54 

表 27. 各案件の技術成果品と人的投入（算数・数学教育分野） .................................. 56 

表 28. 各案件の教科書の配布状況 ...................................................................................... 64 

表 29. 導入研修の例 .............................................................................................................. 67 

表 30. 各案件の教科書の取り扱い（給与／貸与方式） .................................................. 69 

表 31. 教員養成課程への介入 .............................................................................................. 71 

表 32. 対象案件の評価設計 .................................................................................................. 73 

表 33. 対象案件の介入効果検証調査の標本設計 .............................................................. 73 

表 34. 対象案件の調査ツール及び収集した情報 .............................................................. 75 

表 35. 対象案件の介入内容及び学習到達度の変化 .......................................................... 75 

表 36. 認知領域別の回帰分析結果 ...................................................................................... 90 

表 37. 2009年度版数学科カリキュラムで育成が期待されたコンピテンシー ............ 92 

表 38. カリキュラムが例示する CCA ................................................................................ 98 

表 39. ミャンマーの算数科カリキュラムの目標 ............................................................. 99 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

表 40. 教科書の構成及び活用法（3 年生算数科指導書より） ....................................... 99 

 

付     図 

図 1. 学びの改善アプローチ .................................................................................................. 1 

図 2. 情報収集項目と学びの改善アプローチ ...................................................................... 4 

図 3. 中・低所得国において学びを促進する介入の効果 ................................................ 15 

図 4. 新学習指導要領が目指す、育成すべき資質・能力 ................................................ 18 

図 5. 平成 29・30 年（2017・2018 年）の学習指導要領改訂のスケジュール ............. 19 

図 6. 学習評価の基本構造 .................................................................................................... 22 

図 7. 教科書の全体構成 ........................................................................................................ 24 

図 8. 毎時の授業展開 ............................................................................................................ 25 

図 9. 教科書が使用されるまでの基本的な流れ ................................................................ 27 

図 10. 各社の執筆・編集者の内訳 ...................................................................................... 28 

図 11. 検定の流れ.................................................................................................................. 30 

図 12. 平成 28 年（2016 年）4 月 1 日時点の教科書検定審査員の内訳 ........................ 30 

図 13. 平成 31 年度（2019 年度）用教科書需要数（万冊） ........................................... 33 

図 14. 教科書配給の流れ ...................................................................................................... 34 

図 15. ESMATE の学びの改善のための戦略 ..................................................................... 48 

図 16. NICAMATE の技術戦略............................................................................................ 49 

図 17. 教科書開発プロセス .................................................................................................. 59 

図 18. コンピテンシーの構成要素 ...................................................................................... 83 

図 19. エルサルバドル初等 3 年生算数教科書（繰り上がりのある 4 桁のたし算） .. 87 

図 20. ニカラグア 9 年生数学教科書（乗法公式） .......................................................... 94 

図 21. 介入群における BLS と ELS の共通問題の平均正答率........................................ 97 

図 22. ミャンマーの五大能力モデル ................................................................................. 98 

図 23. ミャンマー初等 3 年生算数教科書 ........................................................................ 100 

図 24. 指導書における算数のアセスメント（一部抜粋） ........................................... 102 

図 25. 第 4回インパクト調査結果 .................................................................................... 105 

図 26. JICA の教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチ................................... 106 

 

 

  



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

添 付 資 料 

添付資料 対象 10 案件の概要及び学びの改善の要約 

 

  



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

略 語 表 

略語 英名 和名 

ADB Asia Development Bank アジア開発銀行 

AusAID Australian Agency for International 

Development 

豪州国際開発庁 

BEPD Bangladesh Educational Development 

Programme 

バングラデシュ教育開発プログラム 

BEQUAL Basic Education Quality and Access 

in Lao PDR 

基礎教育の質及びアクセスプログラ

ム 

BLS Baseline Survey ベースライン調査 

CBT Computer-Based Test コンピューターを用いた試験 

CCA Child Centered Approach 生徒中心型アプローチ 

CESR Comprehensive Education Sector 

Review 

包括的教育セクターレビュー 

CFEE Certificat de Fin d-Etudes 

Elémentaires 

初等教育修了資格 

CFS Child Friendly School チャイルド・フレンドリー・スクー

ル 

CIDA Canadian International Development 

Agency 

カナダ国際援助庁 

C/P Counterpart カウンターパート 

CPD Continuous Professional 

Development 

継続的職能開発 

CREATE The Project for Curriculum Reform at 

Primary Level of Basic Education 

ミャンマー初等教育カリキュラム改

訂プロジェクト 

DfID Department for International 

Development 

英国国際開発庁 

DTP Desktop Publishing デスクトップパブリッシング 

EC Education College 教員養成校（ミャンマー） 

ELS End-line Survey エンドライン調査 

ESMATE Project for the Improvement of 

Mathematics Teaching in Primary and 

Secondary Education 

エルサルバドル初中等教育算数・数

学指導力向上プロジェクト 

EPI Encuentro Pedagógico de 

Interaprendizaje 

教育経験共有会 

EU European Union 欧州連合 

FONAC Foro Nacional de Convergencia ホンジュラス全国統一フォーラム 

GUATEMÁTICA 

CB 

Project for the Improvement of the 

Quality of Lower Secondary 

Mathematics Education 

グアテマラ前期中等数学科教育の質

改善プロジェクト 

ICMT International Conference on 算数・数学教科書の研究と開発に関



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

略語 英名 和名 

Mathematics Textbook and 

Development 

する国際会議 

ICT Information Communication 

Technology 

情報通信技術 

INEB Instituto Nacional de Educación 

Básica 

国立基礎教育学校 

iTEAM Improving Teaching and Learning 

Mathematics for Primary 

Education 

ラオス初等教育における算数学習改

善プロジェクト 

JCC Joint Coordination Commitee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation 

Agency 

独立行政法人国際協力機構 

JSP2 JICA Support Program Phase 2 バングラデシュ理数科教育強化計画

フェーズ 2 

KRC Koei Research & Consulting Inc. 株式会社コーエイリサーチ＆コンサ

ルティング 

NCTB National Curriculum Textbook Board 国家カリキュラム教科書局 

NICAMATE Project for the Friendly Learning of 

Mathematics in Secondary Education 

ニカラグアみんなにわかりやすい中

等数学プロジェクト 

NSA National Student Assessment 全国学力調査 

PAAME Project for Improving the Learning of 

Mathematics in Primary Education 

セネガル初等教育算数能力向上プロ

ジェクト 

PAJEC Palestine - Japan Education 

Cooperation for Mathematics and 

Science Curriculum Development 

パレスチナ日本初等理数科カリキュ

ラム・教科書改訂協力プロジェクト 

PEDP Primary Education Development 

Programme 

初等教育プログラム 

PISA Programme for International Student 

Assessment 

OECD 生徒の学習到達度調査 

PLAF Primary Student Learning Assessment 

Framework 

初等学習アセスメントフレームワー

ク 

PNG Papua New Guinea パプアニューギニア 

PO Plan of Operation 活動計画表 

PROMETAM3 Project for the Improvement of 

Teaching Method in Mathematics 

Phase 3 

ホンジュラス数学指導力向上プロジ

ェクトフェーズ 3 

PPP Public-Private Partnership 官民連携 

QUIS-ME The Project of Improving the Quality 

of Mathematics and Science 

Education 

パプアニューギニア 理数科教育の

質改善プロジェクト 

RCT Randomized Controlled Trial ランダム化比較試験 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

 

 

略語 英名 和名 

R/D Record of Discussions 協議議事録 

RIES Research Institute for Educational 

Sciences 

国立教育科学研究所 

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

SDG 4 Sustainable Development Goal 4 持続可能な開発目標の教育分野の目

標 

Sida Swedish International Development 

Cooperation Agency 

スウェーデン国際開発協力庁 

SPC Secretariat Permanet du Curriculum カリキュラム常設事務局 

TIMSS Trends in International Mathematics 

and Science Study 

国際数学・理科教育調査 

UNESCO United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization  

国際連合教育科学文化機関 

UNICEF United Nations Children's Fund 国連児童基金 

UPNFM Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán 

ホンジュラス フランシスコモラサ

ン国立教育大学 

3ie International Initiative for Impact 

Evaluation 

インパクト評価の国際イニシアティ

ブ 

 

 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

1 

 

 

第１章  調査の概要 

 

 調査名 

プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」 

 

 調査の背景 

独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、「JICA 教

育協力ポジションペーパー」（JICA, 2015a）において、「途切れない学び（Learning Continuity）

の実現」を新ビジョンとして発表した。同ビジョンは、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）の教育分野の目標（SDG 4）や SDG 4 を実施するための「Education 

2030 行動枠組み（Education 2030 Framework for Action）」と同一の方向性を有し、JICA の

教育協力は国際社会の教育開発への取り組みを強化するものである。 

途切れない学びの実現のための JICA 協力重点分野の一つが「学びの改善に向けた質の高

い教育」である。同ペーパーは、子どもの学びの改善に向けたソリューションとして、「学

びの改善のための総合的なアプローチ」（以下、「学びの改善アプローチ」、図 1 参照）を

掲げ、JICA 協力の教育の質改善へのアプローチを、従来の教員能力強化を中心としたもの

から「学びのサイクル」の総合的な強化へ転換することを宣言した。本調査の分析対象であ

るカリキュラム・教科書改訂に対する技術協力（以下、「教科書開発案件」）は、学びのサ

イクルにおける「教科書・学習教材」に対する働きかけ（アプローチ）を中心とした協力で

ある。本調査では「教科書・学習教材」への働きかけと成果を可視化するとともに、「教育

政策・制度」「学校運営改善」「人材開発」に係る各国の状況も考慮のうえ、教科書開発案

件を通じた学びの改善アプローチの実施のための教訓と留意点を取りまとめた。その際、学

びのサイクルの「カリキュラム」「授業」「学習評価」への働きかけが協力の成果発現に与

える影響も、具体的な案件を通して検討した。ポジションペーパーは 2020 年 9 月を目途に

改訂の予定であり、本調査の成果は同改訂作業のための基礎資料となる。 

 

 

出典：JICA (2015a, p.7) 

図 1. 学びの改善アプローチ 
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 調査の目的 

本調査は、JICA の支援により実施済・実施中の教科書開発案件のアプローチをレビュー

し、今後の類似案件の形成及び実施に向けた教訓や留意点を抽出することを目的とする。 

 

 実施体制 

本調査従事者と主要業務内容を表 1 に示す。 

 

表 1. 業務従事者の主要業務内容 

業務従事者 分野 主要業務内容 

太田美穂 

（業務責任者） 

 

教科書開発 1  ・業務全般の指揮・調整・監理 

・成果品全体の取りまとめ 

・セネガル案件現地調査・文献調査 

・JICA の教科書開発案件の改善に向けた方向性抽出 

・教科書案件の発掘・形成時における教訓と留意点の取りまとめ 

古川顕 教科書開発 2  ・業務全般の指揮・調整・監理補佐 

・教科書会社聞き取り 

・ニカラグア、ホンジュラス案件文献調査 

・JICA の教科書開発案件の改善に向けた方向性抽出 

・教科書案件の実施監理における教訓と留意点の取りまとめ 

米田勇太 教科書開発 3  ・他援助機関教科書開発案件のレビュー 

・教科書会社聞き取り 

・ミャンマー、パプアニューギニア（PNG）案件現地調査・文献調査 

・ラオス案件文献調査 

・JICA の教科書開発案件レビューの取りまとめ 

・成果の発信 

渡辺千恵子 教科書開発 4  ・貴機構との連絡調整 

・教科書会社聞き取り 

・パレスチナ、グアテマラ案件文献調査 

・開発された教科書頁の分析 

西岡俊輔 

 

教科書開発 5 

 

・教科書開発に関する国際的議論と潮流取りまとめ 

・日本の教科書開発の特徴取りまとめ 

・JICA の教科書開発案件の成果の検証取りまとめ 

・エルサルバドル、バングラデシュ案件文献調査 

・JICA の教科書開発案件全体の成果と課題取りまとめ 

出典：業務仕様書に基づき Koei Research & Consulting Inc.（KRC）作成 

 

 国立大学法人宮崎大学教育学研究科木根主税准教授に、作成した報告書案に対する技術

的助言をいただいた。 

 

 実施期間 

2019 年 12 月 9 日～2020 年 7 月 31 日 
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 調査の対象 

本調査の対象 10 案件を表 2 に示す。JICA が実施済・実施中の教科書開発案件 9 件とア

フリカ大陸における算数教育協力の実施済み案件としてセネガル案件が選定された。 

 

表 2. 本調査対象案件 

国 案件 略称 実施時期 

バングラデシュ 小学校理数科教育強化計画フェーズ 2 JSP2 2010 年 11 月～

2017 年 11 月 

ミャンマー 初等教育カリキュラム改訂プロジェクト CREATE 2014 年 5 月～

2021 年 3 月 

エルサルバドル 初中等教育算数・数学指導力向上プロジェク

ト 

ESMATE 2015 年 11 月～

2019 年 6 月 

ホンジュラス 数学指導力向上プロジェクトフェーズ 3 PROMETAM3 2015 年 11 月～

2018 年 12 月 

ラオス 初等教育における算数学習改善プロジェクト iTEAM 2016 年 2 月～

2022 年 4 月 

PNG 理数科教育の質改善プロジェクト QUIS-ME 2016 年 3 月～

2019 年 11 月 

パレスチナ 日本初等理数科カリキュラム・教科書改訂協

力プロジェクト 

PAJEC 2016 年 11 月～

2018 年 11 月 

グアテマラ 前期中等数学科教育の質改善プロジェクト GUATEMÁTICA 

CB 

2017 年 1 月～

2019 年 8 月 

ニカラグア みんなにわかりやすい中等数学プロジェクト NICAMATE 2017 年 1 月～

2019 年 10 月 

セネガル 初等教育算数能力向上プロジェクト PAAME 2015 年 9 月～

2019 年 8 月 

出典：業務仕様書等に基づき KRC 作成 

 

対象案件のすべてに算数・数学科が対象として含まれていることから、本調査では、算数・

数学教科書の開発に焦点を当てて情報収集し、分析した。ただし、他援助機関による教科書

開発案件など、算数・数学科に関する情報が収集できなかった項目については、他科目の事

例を対象とした。 

 

 調査項目 

本調査では、日本の教科書開発の特徴、協力対象国の教育政策とともに、教科書開発を教

科書執筆開始段階、執筆段階、普及段階の 3 段階に分け、各案件が教科書開発における各段

階で実施した活動や直面した課題を整理し、教訓・留意事項を抽出した。教科書開発の各段

階における具体的な情報収集項目は図 2 のとおりである。 
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出典：業務委託契約書 [付属書I] 業務仕様書に基づきKRC作成  

図 2. 情報収集項目と学びの改善アプローチ 

 

 調査の方法 

2019 年 12 月～2020 年 3 月には日本の教科書開発の特徴と対象教科書開発案件のアプロ

ーチにかかわる情報収集を行い、結果を中間報告書に取りまとめた。日本の教科書開発の特

徴の調査方法は、対象教科書開発案件に共同企業体の構成員として参加経験のある教科書

発行者（以下、「教科書会社」）への聞き取り調査並びに文献調査であり、前者の調査対象

は、学校図書株式会社（以下、「学校図書」）、教育出版株式会社（以下、「教育出版」）、

東京書籍株式会社（以下、「東京書籍」）（五十音順）の 3 社である。聞き取り調査に協力

いただいた教科書会社関係者を表 3 に示す。 

 

表 3. 教科書会社聞き取り調査実績 

教科書会社 日付 聞き取り対象者（敬称略） 

学校図書 2020 年 3 月 4 日 駒沢進 

教育出版 2020 年 2 月 7 日 松原紀男、関博行、南館伸介 

東京書籍 2020 年 2 月 27 日 渡辺能理夫、小笠原敏成、笹村元康 

出典：調査実績に基づき KRC 作成 
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各教科書開発案件のレビューは、JICA 図書館の一般公開資料や JICA から調査チームに

提供された教科書・進捗報告書等の資料を対象とした文献調査、及び各案件に従事した日本

人専門家と JICA 関係者への聞き取りにより行った。加えて、詳細な情報収集のため、

CREATE（2020 年 1 月 21 日～29 日）、PAAME（2020 年 2 月 10 日～21 日）、QUIS-ME

（2020 年 2 月 18 日～26 日）の 3 案件を対象に現地調査を行った。現地調査では、主に先方

政府及び学校現場の教員1に対し、教科書の活用による生徒2の学びの改善3状況について聞

き取り調査を行うとともに、授業観察により、授業プロセスにおける教科書の活用状況を調

査した。表 4 に聞き取り調査に協力いただいた日本人関係者一覧を示す。 

 

表 4. 聞き取り調査実績（日本人関係者のみ） 

プロジェクト 日付 聞き取り対象者（敬称略） 

JSP2 2020 年 1 月 17 日 水野敬子（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 3 月 21 日 中野明子（元プロジェクト専門家） 

CREATE 2020 年 1 月 17 日 水野敬子（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 1 月 22 日 岩沢久美子（JICA ミャンマー事務所員） 

2020 年 1 月 22 日 今堀勇、宮原光（共にプロジェクト専門家） 

2020 年 1 月 22 日 高澤直美（プロジェクト専門家） 

2020 年 1 月 28 日 加藤徳夫（プロジェクト専門家） 

2020 年 1 月 28 日 宮原光（プロジェクト専門家） 

2020 年 1 月 28 日 渡邊真美、佐々木亮（共にプロジェクト専門家） 

2020 年 1 月 28 日 岩沢久美子（JICA ミャンマー事務所） 

2020 年 2 月 5 日 徳田由美（JICA 人間開発部職員） 

ESMATE 2020 年 2 月 20 日 西方憲広（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 6 月 23 日 西方憲広（JICA 国際協力専門員）、 

中山恒平（元プロジェクト専門家） 

PROMETAM3 2020 年 2 月 20 日 西方憲広（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 6 月 24 日 岡田貴史（元プロジェクト専門家） 

iTEAM 2020 年 1 月 17 日 水野敬子（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 3 月 16 日 齋藤健二、中野明子（共に元プロジェクト専門家） 

QUIS-ME 2020 年 2 月 5 日 又地淳（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 2 月 7 日 日下智志（元プロジェクト専門家） 

2020 年 2 月 12 日 来島孝太郎（元プロジェクト専門家） 

2020 年 2 月 19 日 伊藤明徳（元プロジェクト専門家） 

2020 年 2 月 19 日 清水一平（JICA PNG 事務所員） 

 
1 本報告書では、固有名詞やプロジェクトドキュメントなど公式文書で「教師」が使用されている場合を

除き、教育基本法の表現に従い「教員」を使用する。 
2 日本の学校教育法では、初等教育を受ける者を「児童」、中等教育を受ける者を「生徒」と呼称している

が、本報告書では、初等・中等教育を受ける者全てを「生徒」と呼ぶ。 
3 本報告書では、「学び（Learning）」とは「人々が知識、技能、態度を獲得するプロセス（UNESCO, 2013）」

とする。 
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プロジェクト 日付 聞き取り対象者（敬称略） 

PAJEC 2020 年 2 月 5 日 又地淳（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 2 月 18 日 佐藤幸司（元プロジェクト専門家） 

PAAME 2020 年 1 月 24 日 金津信一（JICA 特別嘱託） 

2020 年 2 月 10 日 國枝信宏（JICA 国際協力専門員） 

2020 年 2 月 12 日 加納多佳子、後藤麗（共に JICA セネガル事務所員） 

2020 年 2 月 19 日 松谷曜子（元プロジェクト専門家） 

出典：調査実績に基づき KRC 作成 

 

2020 年 4 月～7 月は他援助機関が実施済もしくは実施中の教科書開発事業のうち、代表

事例の事業概要及び各事業のアプローチについて分析するとともに、対象案件のレビュー

結果から、今後の案件形成及び実施監理上の教訓を抽出し、留意事項をプロジェクト研究業

務完了報告書にまとめた。代表事例は、比較的情報量が多い案件であることと、開始後一定

期間を経過し、案件の成果が確認できること等から、CREATE（ミャンマー）、ESMATE（エ

ルサルバドル）、NICAMATE（ニカラグア）を選定した4。また、2020 年 4 月 24 日、5 月 29

日、6 月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 14 日、7 月 16 日の 7 回にわたり、JICA 人間開

発部と報告書の取りまとめの方向性を協議するとともに、聞き取り調査への協力者からコ

メントを聴取のうえ最終化した。本調査終了に当たり、JICA が主催する「学びの改善アプ

ローチ」の検証を目的とした勉強会（2020 年 7 月 31 日）に出席し、本調査の成果について

発表する予定である。 

 

 調査の制約 

本調査の文献調査の対象資料は、各案件の事業完了報告書等、2020 年 3 月時点で入手で

きた資料に限定される。また、現地調査も短期間で実施したことから、情報源・情報量と

もに限られたものであることに留意が必要である。 

 

  

 
4 CREATE は現地調査対象案件、ESMATE は本調査従事者が同案件インパクト調査（プロジェクト研究「初

中等教育算数・数学指導力向上プロジェクトのインパクト評価」のためのデータベース構築（第２次））に

従事、NICAMATE は本調査従事者が実施を担当した。 
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第２章  教科書開発に関する国際的議論と潮流 

 

本章では、はじめに世界における「教科書」観や教科書の位置づけが多様であることを確

認する。続いて、算数・数学教科書開発に関する国際的議論と潮流、開発途上国・他援助機

関による教科書開発を概観し、最後に、教育協力における教科書開発にかかわる最近の議論

に言及する。 

 

1． 世界における「教科書」観・教科書の位置づけ 

Kilpatrick（2014）は、第 1 回算数・数学教科書の研究と開発に関する国際会議（International 

Conference on Mathematics Textbook and Development：ICMT）（ICMT 2014）の全体講演を、

「なぜ学校の教科書の研究はこれほど少ないか」という疑問から始めている（長崎, 西村, 

二宮, 2015）。その理由を、多くの国ではカリキュラム文書に「教科書」という用語すら用

いられておらず、学校での教科指導における教科書の位置づけが曖昧であるからとしてい

る。実際、国や地域によって教科書の定義は多様である。日本では、動画などは「副教材」

との位置づけである（文部科学省, 2019a）。他方、例えば 2011 年時点の米国インディアナ

州では、紙媒体の本だけでなく、ソフトウェアやデジタルコンテンツも教科書と分類されて

いた5。 

 

“Textbook” means systematically organized material designed to provide a specific level of 

instruction in a subject matter category, including：(1) books; (2) hardware that will be consumed, 

accessed, or used by a single student during a semester or school year; (3) computer software; and (4) 

digital content. (Ind. Code §20-18-2-23) 

 

また、日本では教科書の使用義務が学校教育法により定められているが、文部科学省国立

教育政策研究所（2009）によれば、教科書の使用義務がなく、カリキュラムに定められた内

容を教えるために教員が自由に教材を選択できる国もある。表 5 に、日本と、多くの開発

途上国の教育関係者の教科書観に影響を与える可能性がある米国、英国、仏国における、義

務教育段階の教科書制度と教科書の法的使用義務、使用状況等を示す。 

  

 
5 2013 年以降、同州では「教科書（textbook）」という文言が、「カリキュラム資料（curriculum material）」

に改められた（Ind. Code §20-18-2-2.7.）。 
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表 5. 各国における算数・数学教科書の使用義務・使用状況等 

 
国定/検

定/認定 

採択の

権限 
供給 教科書の使用状況等 

日本 検定 教 育 委

員会*1 

無償給

与 

・ 学校教育法により教科書の使用義務が定められている。国

際数学・理科教育調査（Trends in International Mathematics 

and Science Study：TIMSS）（TIMSS 2007）によると、算

数・数学の指導で教科書を主に使う教員と補助として使用

する教員割合は、小学校 4 年で 83％、16%、中学校 2 年で

77%、21%であった。 

米国 認定 学校*2 無償貸

与 

・ 教科書の法的使用義務はないが、教員の教科書依存度は高

いとされている。TIMSS 2007 によると、算数・数学の指

導で教科書を主に使う教員と補助として使用する教員割

合は、小学校 4 年で 59％、33%、中学校 2 年で 57%、36%

であった。 

・ 採択数増加を目的に、異なる州/地区のカリキュラムが定

める学習内容を網羅する教科書が作成されるため、各州/

地区で要求される内容以上を含むことがある。 

・ 貸与制であり、教科書への書き込みは許されない。 

・ 教科書には、学習に必要な知識・情報を記載するなど学び

方を支援する配慮がされており、生徒は自分ひとりでも教

科書で勉強できるようになっている。 

英国 - 教員 無償貸

与（後

期中等

と独立

（ 私

立）は

有償） 

・ 教科書は自由発行であり、教員は必ずしもナショナル・カ

リキュラムに準拠した教科書を使用する必要はなく、同カ

リキュラムが定める到達目標や学習プログラムに沿う授

業が実践されればよい。 

・ TIMSS 2007 によると、算数・数学の指導で教科書を主な

教材として使用する教員と、補助教材として使用する教員

の割合は、小学校 4 年でそれぞれ 15%、64%、中学校 2 年

で 43%、46%であった。 

・ 貸与制であり、教科書への書き込みは許されない。 

・ 教科書は、原則として教室内で使用すること、すなわち教

員の指導の下で使うことを前提として作られている（生徒

の自学自習を想定していない）。 

仏国 - 教員 無償貸

与 

・ 出版社の教科書発行の自由、学校の教科書選択の自由、教

員の教科書使用の自由を特徴とする。 

・ 教員には教育方法の自由が保障されている。すなわち、カ

リキュラムに定められた内容は教えなければならないが、

そのための教材の選択は教員の自由である。 

注*1：国・私立学校では学校長採択。 

注*2：州や学区が採択した認定教科書リストから学校が必要な教科書を購入。 

出典：文部科学省国立教育政策研究所（2009）に基づき KRC 作成 

 

開発途上国は、旧宗主国を中心とした国からの影響を一定程度受けている。8 割前後の日
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本の教員が教科書を主教材として使用しているのに対し、特に英国や仏国では教員の教科

書への依存度が極めて低い。また、米国、英国、仏国では教科書が貸与制であること、米国

の教科書が生徒の自学自習にも使用できるのに対し、英国の教科書は教員の指導の下で使

うことが前提であるなど、協力対象国に影響を与える国の教科書観や使用状況を知ること

により、効果的に協力できる可能性が高くなる。 

さらに、相馬（2005）によれば、日本の教科書は教員の指導を前提として設計されている

ものが多く、生徒が自分で読んで理解することが難しい場合もある。また、教科書には誤り

があってはならないという考えが強いため、学問的な正確さが優先され、生徒が自分だけで

読んだ場合に理解しにくいこともあると指摘している。同様に、長崎, 西村, 二宮（2015, p.18）

も、「わが国では教科書は真の知識で構成されるという考えが強いようであるが、国際的に

は思考の材料として扱い、判断を学習者に任せるということもある」とし、日本と諸外国間

での教科書に対する認識の違いを指摘している。このように教科書の在り方についての認

識が異なる場合もあることから、協力対象国における教科書の使用義務の有無や、教員の教

科書観等を調査・分析し、協力対象国関係者と、教科書の在り方について認識を共有するこ

とが、教科書開発協力の第一歩である。特に、対象国において教科書自体の使用義務がない

場合、もしくは認定制のため、開発する教科書の使用義務がない場合、協力の是非を再検討

する必要がある。あるいは、たとえ協力対象国では教科書の使用義務がなくとも、生徒にと

っての学習教材が開発する教科書に限られることが多いことから、同教科書は生徒の学び

の改善のための貴重な資源であるという認識を対象国関係者と共有のうえ、協力を開始す

る必要がある。また、これまで教科書が存在しなかった国が協力の対象となった場合、教科

書を使用した授業の実施方法が分からない教員が多く存在する可能性が高い。対象国の教

員が使用しやすい、また、使用したくなる教科書を開発する必要がある。対象国においてよ

り適切な教科書の開発のため、同国の授業実践の在り方に応じて、教員の指導の下で使うこ

とを前提とする教科書、授業以外での使用も前提とする教科書のどちらを念頭に置くかの

検討も必要である。 

 

2． 教科書開発に関する国際的議論と潮流 

2.1.算数・数学教科書開発に関する国際的議論と潮流 

2014 年 7 月、第 1 回 ICMT（ICMT 2014）が開催された。同会議は、算数・数学教科書に

焦点を当てた初の国際会議であり、これまでに、英国において第 1 回会議、ブラジルにおい

て第 2 回会議（ICMT 2017）、デンマークにおける第 3 回会議（ICMT 2019）が開催された。

ICMT では、全体講演、シンポジウム、口頭発表、ワークショップなどの異なるセッション

が設けられており、例えば ICMT 2014 には約 30 カ国から約 160 名の算数・数学教育研究者

が参加した6。表 6 に ICMT 2019 で指定された研究発表テーマを示す。 

  

 
6 ICMT 2017、ICMT 2019 の参加者数は文献調査等では不明。 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

10 

 

 

表 6. ICMT 2019 で指定された研究テーマ 

・ （デジタル）教科書開発（概念、課題デザイン（task design）など） 

・ （デジタル）教科書内容・表現 

・ （デジタル）教科書の使用と関連する課題（学習到達度、教員の職能開発など） 

・ 歴史的見地から見た教科書 

・ （デジタル）教科書の比較研究 

・ 教科書と政策（政府の教育政策、配布及び市場戦略） 

・ （デジタル）教科書研究（課題、方法、今後の方向性など） 

出典：Third ICMT (n.d.) 

 

研究テーマは ICMT 2014 からおおむね変わっていない。しかし、ICMT 2014、ICMT 2017

では「ICT の活用」が独立したテーマとして設けられていた一方で、ICMT 2019 では多くの

テーマに「デジタル」と加筆された。従来、教科書は紙媒体であると暗黙裡に認識が共有さ

れていたが、デジタル版教科書が広く認知されつつあることが伺える。長崎, 西村, 二宮

（2015）は、2014 年の時点ですでに、国際的には学習者の反応に関する分析に基づくデジ

タル教科書の開発が企図されていたことを指摘した。また、デジタル教科書の作成過程に作

成者と使用者の協働や相互作用も内包できること、デジタル教科書を活用することは生徒

の探究的・協調的な学習を促すことであり、問題解決的で協調学習的な授業デザインとなる

可能性に言及した。ICMT 2019 では、映像やアニメーションなどを内蔵したデジタル教科書

（interactive textbook）に特化したシンポジウムが設けられるなど、デジタル教科書に対する

国際的な関心がさらに高まっている。 

 

3． 開発途上国・他援助機関による教科書開発への協力 

3.1.世界銀行 

世界銀行は、開発途上国において、教科書自体の開発ではなく、教科書開発・供給プロセ

スの運営監理を担当する行政官の能力開発に優先的に取り組んでいるようである。例えば、

低所得国における教科書開発の問題は、多くの生徒に教科書が配布されず、また、入手可能

な教科書が高価であることにあるとし、各国の出版業界の実情を踏まえた適切な政策を立

案する知識を得られれば、学習成果の向上を効果的に支援する官民連携（Public-Private 

Partnership：PPP）と国内制度の開発が可能となると示唆する（Crabbe, Nyingi, and Abadzi, 

2014）。世界銀行の関心の所在は、2012 年 10 月、Global Partnership for Education（GPE）が

援助関係者や実施機関を対象としてワシントン開催したワークショップ7の結果に基づき作

成されたマニュアルの内容にも反映されている（表 7 参照）。 

  

 
7  ワークショップの概要は以下の URL を参照。https://www.globalpartnership.org/events/textbook-and-

educational-materials-community-practice-workshop-2012（2020 年 6 月 26 日アクセス） 

https://www.globalpartnership.org/events/textbook-and-educational-materials-community-practice-workshop-2012（最終アクセス日：2020年6月26
https://www.globalpartnership.org/events/textbook-and-educational-materials-community-practice-workshop-2012（最終アクセス日：2020年6月26
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表 7. 低所得国における教科書開発：政策と実践のためのガイド 

セクション モジュール 

教科書業界の理解 1． 重要な課題の概観 

2． 出版 

3． 印刷 

4． 費用算出 

書籍購入戦略 5． 教科書購入戦略の準備‐何に支払うかの決定 

6． 教科書開発の準備‐重要なステップ 

配布戦略 7． 配布戦略：生徒のためにいかに書籍を入手するか 

8． 代替的な書籍配布ルート 

政策と実施 9． 調達方法 

10．不正と汚職 

11．書籍政策‐なぜ、そして、どのように 

12．活動中の教科書専門官：プログラムマネージャーやタスクチームリーダ

ーが知るべきこと 

出典：Crabbe and Nyingi (2014) 

 

3.2.カナダ国際援助庁（セネガルの教科書供給への協力） 

2000 年代初頭に開始されたセネガルの教科書開発における、カナダ国際援助庁（Canadian 

International Development Agency：CIDA）の支援も官民連携の推進と国内制度整備が中心で

あった。総額 120 百万カナダドルの教育セクター財政支援が行われ、セネガル政府はそのう

ち 20 百万カナダドルを教科書の調達予算とした。CIDA による技術支援は、カリキュラム

フレームワーク策定のための支援と、入札プロセス改善のための「教科書・教材に関する政

策」策定のための支援であり8、教育省関係局がカリキュラムフレームワークを決定のうえ、

教科書作成は民間の出版社に発注された9。 

現地調査結果によると、算数科の教科書は教科カリキュラムに準じて作成・全国配布され

たが、授業ではあまり使用されていないようであった。授業観察結果によれば、観察した 8

授業のうち、授業で教員が生徒に教科書を開くよう指示したのは 1 授業で教科書中の 1 問

を前時の復習に使用した際だけであった。教員への聞き取りによると、複数の教員が、授業

中の練習問題や宿題に教科書の問題を使用していると回答した10。教育省により教科書の配

布状況はモニタリングされていたが、使用状況はモニタリング対象とはされていなかった11。

教員が授業中ではなく、練習問題や宿題のために教科書を使用していたことや、教育省のモ

ニタリング項目に鑑みると、セネガルの教育関係者は、旧宗主国である仏国の教育関係者と

同様、教材の選択は教員の自由であり、教科書の使用も自由であると認識している可能性が

ある。 

  

 
8 セネガル教育省初等教育局聞き取り（2020 年 2 月 18 日実施）に基づく。 
9 在セネガルカナダ大使館聞き取り（2020 年 2 月 19 日実施）に基づく。 
10 現地調査における複数の教員からの聞き取りに基づく。 
11 現地調査における教育省関係局からの聞き取りに基づく。 
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3.3.英国国際開発庁（バングラデシュの国語（ベンガル語）・英語・社会科教科書開発） 

教科書執筆を支援した他援助機関の協力として、バングラデシュにおける英国国際開発

庁（Department for International Development：DfID）の教科書開発と本調査対象案件の違い

を確認する。本調査対象案件である JSP2 と、DfID が実施した Bangladesh Educational 

Development Programme（BEPD）は、いずれも第三次初等教育プログラム（Primary Education 

Development Programme：PEDP）（PEDP3）を構成する協力である。 

バングラデシュ政府は初等教育の拡充を目指し、1998 年から多くのドナーの協力により、

PEDP を実施している。第 1 次 PEDP（PEDP1）では 8 ドナーから支援を受け、個別の複数

のプロジェクトを実施した。第 2 次 PEDP（PEDP2）は、個別のプロジェクトでは成果の産

出に結びつきづらいという PEDP1 の反省を踏まえ、セクターワイドアプローチの原則が適

用され、11 ドナーが支援した。PEDP2 では就学率の向上が確認された一方で、質的改善が

不十分であったことを踏まえ、2011 年、9 ドナーが支援する、質の高い初等教育の普及を目

的とした PEDP3 が開始された。コンポーネント 1「学習と指導の改善」のうち、JSP2 は算

数科・理科の教科書・教員用指導書（以下「指導書」）、BEPD は国語（ベンガル語）、英

語、社会科の教科書の修正12を実施した。表 8 に PEDP3 の枠組みを示す。 

 

表 8. PEDP3 の枠組み 

インパクト 質の高い教育の完全普及 

アウトカム 就学前から小学校 5 年生までのすべてのバングラデシュの子どもに対して、効果的

で児童中心の学習を提供する効率的、包摂的で公平な教育制度の確立 

結果領域 1. 学習成果の改善 

2. 教育の完全普及と修了 

3. 格差の是正 

4. 分権化 

5. 効率的な予算配分 

6. 計画と管理 

コンポーネント 1． 学習と指導の改善 

2． 参加と格差是正 

3． 分権化と効果向上 

4． プログラム計画・運営能力強化 

期間 2011 年～2017 年 

予算 総予算額 83 億ドル 

支援機関 JICA、DfID、アジア開発銀行（Asia Development Bank：ADB）、豪州国際開発庁

（Australian Agency for International Development：AusAID）、CIDA、欧州連合（European 

Union：EU）、スウェーデン国際開発協力庁（Swedish International Development 

Cooperation Agency：Sida）、国連児童基金（United Nations Children's Fund：UNICEF）、

世界銀行 

出典：JICA (2015b) 

Ministry of Primary and Mass Education Directorate of Primary Education. (2015) に基づき KRC 作成 

 

 
12 JSP2 では、国家カリキュラム教科書局が 2012 年（プロジェクト開始後）に教科書・指導書を改訂して

いたことから、プロジェクトでは教科書の「修正（Refinement）」を行った。ただし、内容や紙面構成の質

が低く、「修正」の範囲を大きく超える変更が必要な部分もあった。 
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JSP2 は 2010 年 11 月、BEPD は 2011 年 12 月に開始され13、いずれも専門家チームが、国

家カリキュラム教科書局（National Curriculum Textbook Board：NCTB）に対し、教科書（JSP2

は指導書も含む）修正のための技術支援を行った。両案件の専門家の支援は原稿作成が中心

であり、印刷・配布は NCTB が実施監理した。 

他方、NCTB 職員によると、教科書（・指導書）修正過程は同じではなかった。例えば、

DfID の NCTB 職員に対する働きかけは JICA と比べると明らかに限定的であった。DfID が

用意した草案に対して、会議の場で NCTB 職員が意見を述べる機会はあっても、JSP2 のよ

うに、教科書の全頁にわたりプロジェクト専門家と議論し、修正・執筆作業を協働して行う

プロセスは取られなかった14。このほか、JSP2 が先方政府の方針に則り、理数科教科書の内

容修正に限って協力したのに対し、DfID は先方政府と交渉のうえ、イラストやレイアウト

についてもすべて、DfID が傭上したコンサルタントが実施し、校了まで終えた段階でバン

グラデシュ政府に提出したことが相違点であった（JICA, 2015b）。 

 

3.4.豪州外務・貿易省（ラオスの国語、理科と環境、道徳、音楽、体育、芸術教科書開発） 

ラオスにおいても、日本の協力による本調査対象案件 iTEAM と並行して、豪州政府及び

EU の支援を受けた 10 年間のプログラムである Basic Education Quality and Access in Lao PDR 

（BEQUAL）が実施されている。両案件は、同国人材の能力開発を目的に、プロジェクト専

門家が国立教育科学研究所（Research Institute for Educational Sciences：RIES）や教育省15教

師教育局などラオス教育省関係局職員に対する技術支援を行っている。iTEAM は算数科を

対象とし、BEQUAL は算数以外の 6 教科（国語、理科と環境、道徳、音楽、体育、芸術）

を対象とする。 

2020 年 5 月時点で確認された両案件の相違点は、算数科教科書開発は計画どおりに実施

され、教科書・指導書が導入された一方で、2018 年 5 月、BEQUAL が支援する教科書・指

導書の開発期間は 1 年延長されたことである16。BEQUAL の開発期間延長は、2017 年に豪

州政府が実施した中間レビューにおいて、カリキュラム改訂・教科書・教員研修の質の担保

のため、活動のペースの減速が提言されたことによる。同レビューは、カリキュラム開発及

び教員研修ロールアウトのプログラムが包括的・野心的であること、当時の作業ペースでは

間違いを修正する時間が取れないなどの関係者へのインタビュー結果に基づき、時間枠に

ついて検討が必要であると指摘した（Department of Foreign Affairs and Trade, 2017）。このほ

か、算数科 1 年生教科書の印刷・配布は教育省が負担した一方で、他教科 1 年生の印刷は

BEQUAL が負担した点が、両プロジェクトの相違点であった。表 9 に、BEQUAL の概要を

 
13 JSP2 は 2017 年 11 月に終了した。BEDP は 2018 年 3 月に終了した。 
14 JICA（2015b）は、「長期的なキャパシティ・ディベロップメント型の支援を行っていることが、本プロ

ジェクト（JSP2：KRC による補足）の、他ドナーとは異なった比較優位性のある成果だと考えられる」と

している。 
15 ラオスでは「教育スポーツ省」が初等・中等教育を管轄するが、本報告書では 「教育省」と呼称す

る。 
16 BEQUAL と比較し、iTEAM がより円滑に実施できたのは、協力開始前、RIES に教育アドバイザーが派

遣されたこと、RIES 算数チームのリーダーが JICA 長期研修制度で鳴門教育大学に 1 年間（2014 年 4 月～

2015 年 3 月）留学し、日本の教育や教科書に対する理解を事前に有していたことも一因と考えられている

（プロジェクト日本人専門家からの聞き取りによる（2020 年 3 月 6 日実施））。 
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示す。 

 

表 9. BEQUAL の概要 

ゴール 社会的弱者を含む、より多くの学齢期生徒（男女）が機能的な読み書き・計算能力を

収録し、ライフスキルを手に入れる。 

アウトカム 

（2025 年まで） 

1． より効果的な指導：初等教育教員の教授実践が改善する。 

2． より良いガバナンス：教育省、地方教育局の教育資源の運営・管理システムが強

化される。 

中間アウトカム

（2020 年まで） 

1． 国家初等カリキュラム（1 年生～5 年生） 

2． 教師教育（教員養成・現職教員研修） 

3． 計画、運営、教授モニタリングと支援 

期間 2015～2020 年（フェーズ 1） 

予算 65 百万 AUD 

出典：BEQUAL (2018), JICA 技術協力プロジェクト専門家聞き取り（2020 年 3 月 16 日実施）に基づき KRC

作成 

 

 上記 2 例のように、過去もしくは並行して他の開発パートナーが同一の対象国に協力を

実施している場合、日本の協力アプローチと他国の協力アプローチの違いを事前に認識す

ることが必要である。 

 

4． 教育協力における教科書開発にかかわる議論 

2018 年、世界銀行は、報告書「Facing Forward」（Bashir et al., 2018）で、科学からサービ

スを提供へ（From science to service delivery）との原則に戻るとして、サブサハラアフリカ地

域をはじめとする中・低所得国におけるインパクト評価等の結果から、生徒の学びの改善に

効果があった要因を整理し（science）、学びの改善を効果的に実施するための必要な行動

（service delivery）を特定した17。 

図 3 は、同報告書がエビデンスとして使用した、世界の 52 の中・低所得国における 216

の初等・中等教育への介入プログラムの評価調査結果（インパクト評価の国際イニシアティ

ブ（International Initiative for Impact Evaluation：3ie）が実施した調査）18の概要である。「教

員研修、継続的な教員へのサポート、教材の提供で構成されるパッケージ介入（Structured 

pedagogy プログラム：囲み 1 参照）」や「補習（Remedial education）」が読み書き・算数の

双方の生徒の学びに貢献した一方で、教材の提供（Providing materials）は読み書きに効果が

なく（効果量：0.00）、算数にはマイナスの影響を与えた（効果量：－0.02）とされている

19。 

 
17 同報告書では、生徒の学びの改善のためには、1）生徒の初等教育から前期中等教育までの確実な進級・

進学、2）教員の効果的な管理（採用、準備、配置、監督）と学校レベルの支援（適切な学習環境の整備等）、

3）公共支出の増加と予算の効果的な使用、4）教育省関係機関の技術・能力の向上の 4 つの優先分野にお

ける行動が必要であるとしている。 
18 同調査は、世界の 52 の中・低所得国における 216 の初等・中等教育への介入プログラムに関する計 238

の調査結果のレビューである（Snilstveit, et al., 2015）。 
19 「教材の提供」プログラムの介入が成果に結びつかなかった理由として、1）学校が教材を受領していな

い、2）教科書が学校の倉庫に保管され、生徒に配布されていない、3）教科書の言語が生徒の母語と異なる
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出典：Bashir, et al. (2018) p.10720 

図 3. 中・低所得国において学びを促進する介入の効果 

 

ただし、3ie は「教材の提供」プログラムとして分析したのは 4 プログラムにすぎないこ

とから、同結果だけで「教材の提供」による介入効果の判断はできないとしている（Snilstveit 

et al., 2015, pp.257-258）。他方、「教材の提供」を含むパッケージ介入（Structured Pedagogy

プログラム：p.16 囲み 1 参照）等では、プログラムの有効性が確認されていることから、

「教材の提供」は子どもたちの学習にとって必要であるが、十分な条件ではないと結論づけ

ている（Snilstveit et al., 2015, p.258）。同調査結果により、日本の協力アプローチである「学

びの改善アプローチ」による学びのサイクルの総合的な強化が有効であることが示唆され

る。教科書の供給だけでは学びの改善は不可能であるとの認識を関係者間で共有し、教科書

開発と並行して、教員教育や継続的な教員への支援などを実施する必要がある。 

  

 
等の理由が挙げられている（Snilstveit et al., 2015, pp.257-258）。 
20 Bashir らが 3ie の調査結果（Snilstveit et al., 2015）を整理したもの。「『Extra time』は、授業日や学年

度の延長による学習時間の増加を示す。『Multilevel』は生徒、教員、学校、保護者全員を対象とした介入

を示す。『Structured Pedagogy』は、教員研修、継続的な教員の指導支援、教材の提供のパッケージでの

介入を示す。『Effect Size』（効果量）の単位は 1 標準偏差で、効果量 0.1 以下は効果が小さい、0.25 以上

は大きいとみなす」（Bashir et al., 2018, p.107）。 
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囲み 1 Structured Pedagogyプログラム 

 「Structured Pedagogy プログラム」は、学習内容と教員の指導法を改善し、教室内の授業実践に変化を

もたらすことを目的とした介入プログラムであり、主な活動は、教員研修、継続的な教員への支援、教

員用及び生徒用学習教材の提供である。本文に示したように、3ie が行った大規模な調査において、

「Structured Pedagogy プログラム」は、子どもの学びに対し最も効果を上げる介入のひとつであると結

論づけられた。しかし、各国で実施された介入（プログラム）すべてに大きな効果が認められたわけで

はなく、介入の効果にはばらつきがあった。同介入が効果を上げるためには、十分な量の教材が適時に

生徒・教員に提供されること、確立された指導ルーチンを用いて授業が実施されること、新しい学習内

容の指導に必要な知識・スキルを教員が習得するために十分な質・期間の教員研修が実施されること、

継続的に教員への支援が実施されることが必要とされた（Snilstveit et al., 2015）。 

 

（参考：Structured Pedagogy） 

「Structured Pedagogy」とは、生徒の学びを促進するためフレームワークである（Kim and Davidson, 

2019）。Kim and Davidson (2019) は、フレームワークである「Structured Pedagogy」に含まれる多くの重

要な概念（concept）のうち、不可欠な概念として「体系的で明快な指導（explicit instruction）」と「演習

（practice）」に言及する。「体系的で明快な指導」とは、系統的で論理的に構成された学習内容を生徒

の能力に応じて段階的に指導することであり、従来の教員主導型の指導とは異なり、生徒の学びをファ

シリテートするものである。「演習」とは、思考を必要としない単純な反復練習（drill）ではなく、高次

の思考力と創造性を育てるように入念に計画された学習活動の機会である。 

また、Kim and Davidson (2019) は、「Structured Pedagogy」を構成する基本原則として以下の 6 点につ

いて詳述している。 

・実授業時間の最大化（入念な授業準備による実際の授業時間及び生徒の学習活動時間の最大化） 

・体系的で明確な指導（学習内容を順序立てた段階的・計画的な指導） 

・指導ルーチンの確立（既習事項の復習、新しい課題の提示、解法の提供、演習時間の確保、フィード

バック、定期的な復習） 

・足場かけ（Scaffolding）の提供 

・形成的評価に基づいた指導 

・社会情動的スキルを養う教育の促進と支援的な学習環境（Supportive Learning Environments）の整備 

「Structured Pedagogy」は、国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization：UNESCO）グローバルモニタリングレポート 2005 により広く知られるようになった。同

レポートは、伝統的指導法が否定されるなか、テスト結果の向上に結びつく代替的な指導法として、生

徒中心、協働や探求を通じた概念的理解や批判的思考力、問題解決力の育成などを特徴とする探求型指

導（Open-ended and discovery-based instruction）と「Structured Pedagogy」を比較した、Gautier and Dembélé 

(2004) のメタ分析報告書に基づき、探求型指導よりも、教員による直接的な指導、教員の支援を得なが

らの演習、自力解決を通した段階的な指導がより実用的であるかもしれないとした（UNESCO, 2005, 

p.154。ただし、UNESCO (2005) では、”Structured Teaching”とされている）。 
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第３章  日本の教科書開発の特徴 

 

本章では、日本の教科書開発の特徴を示す。日本では、教科書は主たる教材として初等・

中等教育において使用義務があり、算数・数学の授業においても教科書への依存度が高い。

特に教科書以外の教材の入手・使用が限定的であり、開発した教科書が主教材となることが

想定されている協力対象国においては、日本の教科書の位置づけや開発プロセスが参考に

できる。他方、多くの日本の教科書は教員の指導の下での使用が前提とされていることに注

意を払う必要がある。本章では、日本のカリキュラム・教科書改訂にかかわる制度・政策と、

日本の教科書開発アプローチの特徴について概観する。 

 

1． 日本のカリキュラム・教科書改訂にかかわる制度及び政策 

1.1.学習指導要領の制度と政策 

（1）学習指導要領の位置づけ 

日本では、憲法の精神に則り、日本の未来を切り開く教育の基本を確立し、その振興を図

るため教育基本法が制定されている。同基本法第 2 条では、教育の目的・目標のひとつとし

て「知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間」が目指され

ている（文部科学省, 2007）。また、学校教育法第 30 条第 2 項は、小学校における教育の目

的を実現するため、「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を

習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現

力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなけ

ればならない」と規定している。 

文部科学省は、学校教育法施行細則に則り、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成す

る際の基準を定めており、これを学習指導要領と呼ぶ。学習指導要領は 1947 年の初刊行以

来、教員の実践の参考・手引書として位置づけられていたが、文部省21が 1955 年に学習指

導要領から「試案」という文言を削除し、1958 年に学習指導要領を「告示」の形で公示し始

めたことなどから、法的な拘束力を持つとされるようになった。 

 

（2）学習指導要領（平成 29年度告示） 

学習指導要領は約 10 年に一度改訂されており、直近の改訂は平成 29 年（2017 年）（幼

稚園・小学校・中学校）・平成 30 年（2018 年）（高等学校）に行われた。「教育基本法，

学校教育法などを踏まえ、これまでの日本の学校教育の実践や蓄積を生かし、子供たちが未

来社会を切り拓ひらくための資質・能力を一層確実に育成することを目指す」ことが基本方

針の 1 つとされた。今回の改訂では、知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むた

めに、「何のために学ぶのか」という各教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫

や教科書等の教材の改善を引き出していくことができるようにするため、すべての教科等

の目標及び内容が、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人

間性等の三つの柱で再整理された。すなわち、新しい学習指導要領では、狭義の「学力」と

 
21 2001 年に文部省と科学技術庁が統合され、文部科学省が発足した。 
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理解されることもある「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」に加え、「学びに向

かう力・人間性等」も育成すべき資質・能力とされている（白井, 2018）（図 4 参照）22。 

 

 

出典：文部科学省（n.d.a） 

図 4. 新学習指導要領が目指す、育成すべき資質・能力 

 

（3）学習指導要領改訂の流れとスケジュール 

学習指導要領の構成は、小学校・中学校・高等学校でおおむね類似しており、総則、各教

科、特別の教科 道徳23、外国語活動24、総合的な学習（探究）の時間25、特別活動の全 5～

6 章で構成される。第 1 章の総則には、各教育段階の目標と教育課程の役割、授業時数の扱

い、学習評価や学校運営に関して配慮すべき事項が記載されている。第 2 章の各教科では、

各学年の目標及び内容、指導計画の作成が示されている。算数・数学科の目標をみると、中

央教育審議会（以下、「中教審」）教育課程部会の算数・数学ワーキンググループにおける

審議（文部科学省, 2016a）で取りまとめられた内容が、おおむねそのまま記載されている。

同ワーキンググループの会議において、OECD 生徒の学習到達度調査（Programme for 

International Student Assessment：PISA）や TIMSS 等の国際的な学習到達度調査や、全国学

力・学習状況調査の結果から浮き上がった課題が議論されているように、学習指導要領改訂

の過程で国内外の学力評価結果が参考にされている。 

平成 29・30 年（2017・2018 年）に告示された学習指導要領の改訂スケジュールを図 5 に

示す。改訂の約 3 年前に中教審教育課程部会での議論が開始される。中教審での審議開始か

 
22 新学習指導要領で整理された資質・能力は、「何ができるようになるか」というコンピテンシーとおお

むね同義と考えられる。その意味で同改訂は、「何を学ぶのか」というコンテンツ中心の考え方から、コ

ンピテンシーをより重視する国際的な潮流への移行と考えられている（白井, 2018）。 
23 小学校・中学校のみ。 
24 小学校のみ。 
25 中学校・高等学校のみ。 
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ら新学習指導要領の告示までの間に、改訂内容に関する国民の意見を反映させるため、パブ

リックコメントを募集する期間が二度設けられる。改訂後は、改訂内容の周知徹底のために

約 1 年間と、その後、新学習指導要領への移行期間が 2～3 年間設けられる。このように、

日本では、定期的な学習指導要領の改訂サイクルにおいて、有識者等による議論と国民から

の意見聴取によりカリキュラムが評価され、改訂されている。 

 

 

出典：文部科学省（n.d.a） 

図 5. 平成 29・30 年（2017・2018 年）の学習指導要領改訂のスケジュール 

 

（4）中教審 教育課程部会の委員構成 

平成 29・30 年（2017・2018 年）改訂における中教審 教育課程部会 算数・数学ワーキン

ググループの委員名簿（平成 28 年（2016 年）5 月時点）によると、15 名中 9 名が大学教員

26、4 名が公立・私立の小・中・高等学校の校長または副校長、1 名が市教育センターの指導

主事、1 名が独立行政法人理事長であった（文部科学省, 2016b）。 

 

1.2.日本における教科書の使用 

小学校算数科を例に、日本の学校現場において、教科書の使用によりこれら資質・能力の

育成がどのように図られているかを確認する。 

 

(1) 教科書の定義・使用義務 

日本における教科書とは、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及

 
26 そのうち 2 名はそれぞれ大学副学長、一般企業のマネージング・ディレクターを兼務している。 
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びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教

材として、教授の用に供せられる児童または生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経た

ものまたは文部科学省が著作の名義を有するもの」（教科書の発行に関する臨時措置法第二

条）とされる。文部科学省の検定を経た教科書は文部科学省検定済教科書、文部科学省が著

作の名義を有する教科書は文部科学省著作教科書27と呼称される。学校教育法によって、小

学校における教科書の使用義務が定められており、同規定が中学校・高等学校でも準用され

ている。 

 

(2) 小学校学習指導要領（平成 29 年度告示）第 1 章総則 

小学校新学習指導要領第一章総則により、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」

「学びに向かう力、人間性等」が、小学校において育成を目指す資質・能力であるされてい

る。 

また、同要領は、これらの資質・能力を偏りなく育成するために、「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）を推

進するとしている。同解説【総則編】によれば、主体的・対話的で深い学びは、（特に義務

教育段階では）これまでの日本の教育実践に見られる普遍的な視点であり、全く異なる指導

方法を新たに導入するものではなく、各教科等において通常行われている学習活動（言語活

動、観察・実験、問題解決的な学習など）の質を向上させることを主眼とする。また、1 回

の授業ですべての学びが実現されるものではなく、単元など内容や時間のまとまりの中で、

学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか、グループなどで対話する場面をどこに設

定するか、児童生徒が考える場面と教員が教える場面をどのように組み立てるかを考え、実

現を図っていくものであるとされる。特に、「深い学び」については、各教科における「見

方・考え方」がその実現のための鍵となる。見方・考え方は、「どのような視点で物事を捉

え、どのような考え方で思考していくのか」というその教科等ならではの物事を捉える視点

や考え方である。他方、主体的・対話的で深い学びを推進しつつも、基礎的・基本的な知識

及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な習得を図ることを重視することとして

いる。 

さらに、同要領は、「児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの

意義や価値を実感できるように」し、「各教科の目標の実施に向けた学習状況を把握する」

ため、学習評価の充実が必要であると述べている。 

 

(3) 小学校学習指導要領第２章各教科第２節算数 

新学習指導要領で示された 3 つの資質・能力は、各教科の目標において明確化されてい

る。表 10 に、算数科で育成する資質・能力を示す。①は学習指導要領総則で示された「知

識及び技能」、②は「思考力、判断力、表現力等」、③は「学びに向かう力、人間性等」に

対応する。数学的な見方・考え方とは、「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目し

 
27 需要数が少なく民間による教科書発行が難しい場合（高等学校の農業・工業や特別支援学校用の教科書

など）、文部科学省が著作・編集した教科書が使用される。 
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て捉え、根拠を基に筋道を立てて考え、統合的・発展的に考えること」（文部科学省, 2017a, 

p.23）である。数学的活動とは、「事象を数理的に捉えて、算数の問題を見いだし、問題を

自立的、協働的に解決する過程を遂行すること」（文部科学省, 2017a, p.23）とされる。 

 

表 10. 小学校学習指導要領算数の目標 

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育

成することを目指す。 

① 数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに，日常の事象を

数理的に処理する技能を身に付けるようにする。 

② 日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力，基礎的・基本的な数量や図形

の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・

的確に表したり目的に応じて柔軟に表したりする力を養う。 

③ 数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き，学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態

度，算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

出典：文部科学省（2017b, p.64） 

 

各教科等の目標が三つの柱で整理されたことを踏まえ、評価の観点も再整理されている。

これは、平成 28 年 12 月の中教審答申において、目標に準拠した評価の推進のため、観点別

学習状況の評価について、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む

態度」の 3 観点に整理するという提言を踏まえたものである（文部科学省, 2017c）。図 6 に

文部科学省国立教育政策研究所が作成した学習評価の基本構造を示す。 
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出典：文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター（2019, p.6） 

図 6. 学習評価の基本構造 

 

(4) 学習指導要領に則った教科書の開発（編集方針の作成） 

学習指導要領における算数科の目標、数学的な見方・考え方、数学的活動、主体的・対話

的で深い学び等を教科書の紙面に反映させるため、各教科書会社は編集方針を作成する。編

集方針には執筆上の基本理念や、全体構成・紙面構成上の配慮や工夫など教科書の特色が記

載される。聞き取り調査対象 3 社では、新教科書の編集方針策定時に学習指導要領を読み込

み、また学校現場の状況や国内外の課題、SDGs、人工知能に代替されない人間固有の能力
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などにも注目して、編集会議内で議論を行ったとのことである。例えば、教育出版の令和 2

年度（2020 年度）版小学校教科書「小学算数」の内容解説資料によると、同教科書の編集方

針と特徴は表 11 のとおりである。教科書会社が発行する教科書の内容解説資料には、各教

科書の編集方針が掲載されている。 

 

表 11. 教育出版 小学算数の編集方針と特徴 

編集方針 “問いつづける力”を育てる 

特徴・創意工夫の

ポイント 

【主体的・対話的で深い学びを実現する】 

・ “問い”の連続でつくる数学的活動 

・ 単元のまとまりで学びを深める 

【数学的な見方・考え方を働かせる】 

・ 学びと学びをつなげる 算数のミカタ（各領域横断的な数学的な見方を紹介す

るコラム） 

・ 言語活動を豊かにする 算数で使いたい考え方（数学的な考え方を引き出す言

葉を整理して記載） 

【資質・能力を育てる】 

・ つまずきへの丁寧な支援 

・ 基礎・基本を定着させる学びのサイクル 

・ 知識・技能を学年を超えてつなぐ（既習の内容を巻末にまとめて再掲） 

・ 数学的な見方・考え方を日々の授業で振り返る 

・ ノート指導で表現力を育てる 

・ 学んだことを活用する問題解決力を高める 

・ 伝え合い、学び合う学級をつくる 

・ 「広がる算数」で、もっと探究する など 

出典：教育出版株式会社（n.d.）に基づき KRC 作成 

 

(5) 教科書に学習指導要領がどのように反映されているか 

学習指導要領が教科書にどのように反映されているかを、『令和 2 年度小学校 内容解説

資料 新しい算数』（東京書籍株式会社, n.d.）に基づき確認する。同教科書は、主体的・対

話的で深い学びの実現のために、問題解決型の授業を想定した構成・展開とされている（東

京書籍株式会社, n.d.）。 

 

1）教科書の全体構成 

単元の導入、毎時の展開、単元末は図 7 のとおり構成され、各段階で数学的な見方・考

え方を働かせ、数学的活動が行われるよう工夫されている。 
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出典：東京書籍株式会社（n.d., p.4） 

図 7. 教科書の全体構成 

 

単元の導入では、当該単元の学習課題を、対話を通じて生徒に発見させる工夫がみられ

る（主体的な学び、対話的な学び）。例えば、小数の導入では、日常生活で小数が用いら

れる場面を提示し、既習内容である整数との共通点や相違点について生徒に対話させるな

ど、既習内容に基づきながら当該単元の学習課題を導入する工夫が施されている。 

 毎時の展開は、問題解決型の授業を想定して紙面が構成されている。図 8 は、0.3 リット

ル（L）と 0.2 L のジュースを合わせるという日常生活場面における問題解決の過程である。

同教科書では、本時の問題を提示後、「0.3 L、0.2 L はそれぞれ 0.1 L の何個分か」という補

助発問を示すことで、「小数の加法は、0.1 を単位として、整数の加法に帰着できる」とい

う数学的な見方・考え方を生徒に自ら発見させる工夫がみられる。また、小数の加法が整数

の加法に帰着できることを、「何十の加法」と結びつけて考えさせるなど、新たな学習内容

を既習内容と結びつけて考察する統合的な学びの実現を促している。 
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出典：東京書籍株式会社（n.d., p.6） 

図 8. 毎時の授業展開 

 

単元末には、生徒が学んだことを日常生活場面や算数・数学の世界で生かす場（「いかし
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てみよう」）と、基礎的・基本的な学習内容の理解を確認し、技能を定着させる場（「たし

かめよう」）が用意されている。さらに、当該単元で特に成長させたい数学的な見方・考え

方を振り返る場（「つないでいこう算数の目」）において、生徒の対話により学習が締めく

くられるよう構成されている。 

 

(6) 教科書による学習評価への対応 

学校図書、教育出版、東京書籍の 3 社の教科書内容解説資料（令和 2 年度（2020 年度）

小学校算数用）によると、各社の教科書の紙面には総括的・形成的評価が埋め込まれている。

第 1 に、基礎的・基本的な学習内容の理解を確認し、技能を定着させるための確認問題が、

学習の区切りごとに配置されている。確認問題は、全国学力・学習状況調査や各種の学力調

査で正答率が低かった問題を参考に作成される。各問題の欄外に、問題のめあて、関連する

頁番号や問題番号が記載されており、生徒が自己評価・振り返りをする際に活用しやすくな

っている。また、指導書には、各活動・単元における評価の観点や方法の具体例のほか、単

元開始前の生徒のレディネスを確認する準備テストや、単元終了後の理解度を確認する確

認テストが用意されており、教員が形成的評価に活用できる。 

 

(7) 教科書会社による学習評価の充実のための貢献 

各教科書は、「年間指導計画作成資料」（東京書籍）や「単元別学習内容」（株式会社新

興出版社啓林館（以下、「啓林館」）などの名称で各単元の目標と評価規準案を示している。

例として、表 12 に啓林館の「単元別学習内容」を示す。単元ごとの目標、学習内容及び評

価規準とその方法が網羅されている。 

 

表 12. 啓林館「単元別学習内容」（一部抜粋） 

 
出典：啓林館（n.d., p.1） 

 

2． 日本の教科書開発 

前項では、日本において、教育関連法令やカリキュラムを十分に理解のうえ、定められた

教育目標が実現できる教科書を開発するプロセスを概観した。同プロセスは、各国の文脈に

合わせる必要があるものの、開発途上国での教育開発に十分に参考になるものである。本項
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では、開発途上国での教科書開発に資する、日本の教科書開発アプローチの特徴を概観する。 

 

2.1.教科書の著作から使用までの流れ 

日本には教科書検定制度があり、検定を通ることで教科書は質の保証がなされていると

考えられている（長崎, 西村, 二宮, 2015）。教科書会社が著作・編集した教科書が、検定・

採択等の手続きを経て生徒に届けられるまでのプロセスを図 9 に示す。著作・編集開始か

ら教科書が生徒の元に届くまで、3 年程度を要する。以下、それぞれの工程を文部科学省

（2019a）に基づき概説する。 

 

 

出典：文部科学省（2019a） 

図 9. 教科書が使用されるまでの基本的な流れ 

 

(1) 著作・編集 

現行の教科書制度は、民間の教科書会社による教科書の著作・編集が基本である。各社は、

学習指導要領や検定基準などに基づき、創意工夫を加えた教科書を作成し、検定申請を行

う。 

 

1）執筆体制 

教科書執筆には、初中等教育の学校現場の教員から大学教員まで多岐にわたる専門家が

関与する。1 冊の教科書に 100 名以上の著作編集関係者が携わることも珍しくない（一般社

団法人教科書協会, 2019）。教科書の内容は、教科書検定の基準に則ることが前提である。

教科書会社は、執筆者と編集者による編集会議を開き、検定基準に則り、執筆方針などの計

画を立てる。 

図 10 に、学校図書、教育出版、東京書籍の各社が発行した小学校算数 6 学年分（令和 2

年度（2020 年度）用）、中学校数学 3 学年分（平成 28 年度（2016 年度）用）の教科書の執

筆・編集者の人数と内訳を示す。これら 3 社への聞き取り調査によれば、執筆関係者の数は

30～60 名である。3 社ともに、大学教員が執筆者に占める人数割合が高く、次いで小・中学

校の教員となっている。現場の教員から学術的な専門性を有する研究者まで広く人材を配
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置し、現場視点での使いやすさと学問的な正確さを確保できるような体制となっている。中

学校数学用の教科書に比べて、小学校算数用の教科書の方が執筆・編集者の人数が多く、中

学校数学では、執筆者に占める大学教員の割合が小学校算数に比べて高い。地方在住者等も

含まれるため、基本的には 10～15 名程度のメンバーを中心に編集会議が行われ、執筆方針

等の大枠が決定される。編集方針決定後、教科や学年ごとに分科会が設置され、多い時には

週 1～2 回程度開催されている。 

 

 

※小学校算数は令和 2 年度（2020 年度）用教科書、中学校数学は平成 28 年度（2016 年度）用教科書の執

筆者数（監修・代表・校閲担当者を含む） 

教育出版小学校算数の執筆・編集者のうち 1 名は大学教員と小学校校長を兼務しているが、ここでは大学

教員として数えた。 

出典：各社の教科書内容説明資料に基づき KRC 作成 

図 10. 各社の執筆・編集者の内訳 

 

2）執筆者の選定・能力・役割分担 

日本の教科書執筆段階には現職教員と研究者が配置され、現場視点と学術的な専門性を

担保している。調査対象の 3 社では、既存の執筆者の推薦や過去の実績等を考慮し、大学教

員や初中等教育の現職教員を中心に執筆者を選定する。大学教員の選定には過去の発表論

文が参考資料の 1 つとされる。現職教員については、研究授業や研究会でのコメント、教育

分野の雑誌、教員間の評判などを参考にしつつ、社内営業部などを通じて優秀な人材を探す。

執筆者の交代はあまり行わず、引退等で交代がある場合は、当該執筆者に新しい執筆者候補

を紹介してもらうなどの対応をする。 

これら 3 社は、教科書の望ましい執筆者として、授業展開を見越した執筆ができる、学校

現場における経験が豊富な人材を挙げている。指導書については、生徒の反応や発問例・板

書例が紙面に記載されるため、能力の高い現場の教員を指導書執筆の中心とすることも多

い。理論的な解説部分は大学教員などにも依頼するが、教科書本文や指導展開方法に関する

解説部分は、特に現職教員の視点・能力が必要とのことである。このほか、教育心理学の研
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究者に専門的な見地から助言を受ける場合もある。全体の監修者を数名とし、単元ごとに執

筆者を 1 名決める。担当する単元は、各執筆者の専門性や得意分野を考慮し、振り分ける。

各担当単元の執筆後、全体で内容や整合性を確認し、適宜修正する。また、原稿の執筆担当

と検討・校閲担当を分け、常に新しい目で原稿の質を評価し、修正作業を重ねて教科書の質

を向上させている。 

 

3）教科書の有効性を確認するための取り組み 

教科書開発に際し、日本では教科書検定期間中に教科書の試行はできないため、編集委員

会などを通じて現場の教員の意見を聞くなど工夫している。また、教科書は改訂されるもの

の、同じ内容で構成される単元も多いため、執筆のノウハウが会社に蓄積されている。学習

指導要領で新しく追加される内容は、検定出願前に内容の分析を行う。過去の経験から、質

の高い教科書を作成するには現場での試行が有効であることから、特に確認したい部分や

単元については執筆者を中心に試行を依頼することもある。理解度の高い生徒には応用的

な問題を、理解度の低い生徒には基礎・基本的な問題を用意するなど、教科書の難易度につ

いても配慮している。 

 

4）教科書開発に要する期間 

企画立案から検定申請まで約 2 年間を要する。検定申請後、配布まで約 1 年半あるため、

同期間で指導書を作成する。日本の場合、小学校・中学校・高等学校の教科書の改訂が並行

して行われる。そのため、初中等教育の全教科の教科書をまとめて刷新できるという利点が

ある一方、すべての教科書の改訂を限られた期間で実施するという難点がある。執筆工程で

は、初稿に 2～5 回程度の修正が加えられるため、初稿と最終原稿が大きく異なる場合もあ

る。また、各執筆者の作成した原稿を統合する作業に多くの時間を要する。特に新しい執筆

者の場合、執筆者の授業スタイルや考え方が大きく反映された内容となり、教科書全体の流

れに合致しない場合もある。 

 

(2) 検定 

検定は、それぞれの教科書についておおむね 4 年の周期で実施される。現在発行されてい

る教科書のうち 90%以上が民間企業の作成した検定済教科書である（文部科学省, n.d.）。学

校教育法により小学校では文部科学省検定済もしくは同省著作教科書の使用義務が定めら

れ、中学・高等学校でも同規定が準用されているが、特別支援学校などにおいて適切な教科

書がないなど特別な場合には、一般図書等を教科書として使用することができる。 

 

1）検定の流れ 

検定の流れは図 11 のとおりである。検定から採択までに 1 年程度を要する。 
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出典：文部科学省（n.d.c） 

図 11. 検定の流れ 

 

2）検定の体制 

検定申請された教科書は、教科用図書検定調査審議会に諮問され、同審議会からの答申に

基づき文部科学大臣が検定を行う。審査会は通常委員と臨時委員で構成され、委員は大学教

員や小学校・中学校・高等学校の教員等の中から任命される。また、専門的な内容を調査す

る専門委員も別途任命される。参考として、平成 28 年（2016 年）4 月 1 日時点の教科用図

書検定調査審議会の委員構成を図 12 に示す。通常委員、臨時委員、専門委員ともに、大学

の（副）学長・（準）教授・講師等が 7～8 割を占める。 

 

 
出典：文部科学省（2016b）に基づき KRC 作成 

図 12. 平成 28 年（2016 年）4 月 1 日時点の教科書検定審査員の内訳 
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※その他の専門家には、博物館・病院・弁護士・小説家・シンクタンク・警察学

校・銀行等の専門家が含まれる。

大学（副）学長・（准）教授・講師等 教育委員会・地方教育事務所等の専門家

公立・私立校の校長・教頭 公立・私立校の教員（非常勤含む）

その他専門家・研究員
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文部科学省の常勤職員である教科書調査官が教科書の調査にあたる。教科書調査官は、

選考基準に基づき大学の教職の経歴等をもつ人材を選考、採用する。 

 

3）検定の基準 

文部科学省が告示する検定基準に則り教科書の審査が行われる。そのため、民間教科書会

社はこの基準を満たすように教科書を作成する。検定基準は、基本方針である総則のほか、

各教科共通の条件と各教科固有の条件で構成され、それぞれの条件は「基本的条件」、「選

択・扱い及び構成・排列」、「正確性及び表記・表現」など観点別に整理されている。表 13

に義務教育諸学校教科用図書の検定基準（平成 29 年（2017 年）8 月 10 日告示）に示される

教科共通の条件（要約）、表 14 に算数科及び数学科の教科固有の条件を示す。検定により、

教科書が教育基本法や学校教育法、学習指導要領に準拠し、内容が系統的、発展的に構成さ

れるとともに、生徒の過重負担や、算数・数学科では知識や計算技能の習得に偏ることが回

避されていることがわかる。 

 

表 13. 平成 29 年（2017 年）8 月 10 日告示の教科共通の検定基準（要約） 

条件 分類 具体的基準（要約） 

基本的条件 教育基本法及び

学校教育法との

関係 

・教科書が教育基本法及び学校教育法に掲げる教育の目標に合致して

いること。 

学習指導要領と

の関係 

・教科書が学習指導要領の総則や各教科の目標に合致していること。 

・学習指導要領に示す内容や内容の取扱いに示す事項を過不足なく取

り上げていること。 

心身の発達段階

への適応 

・使用対象学年の生徒の心身の発達段階に適応していること。 

選択・扱い及

び構成・排列 

学習指導要領と

の関係 

・学習指導要領に示す内容や内容の取扱いに照らして不適切な部分が

ないこと。 

・学習指導要領が目指す資質・能力の育成に向けた主体的・対話的で

深い学びの実現に資する配慮がなされていること。 

・他教科の内容と矛盾がないこと。 

・学習指導要領に示す内容や内容の取扱いに示す事項が、授業時数に

照らして適切に配分されていること。 

政治・宗教の取

り扱い 

・特定の政党や宗派またはその主義や信条に偏っていないこと。 

特定の企業、個

人、団体の扱い 

・特定の営利企業や商品などの宣伝や非難となるおそれがないこと。 

引用資料 ・引用資料に信頼性があり、出典、年次などが示されていること。 

構成・排列 ・教科書の内容が全体として系統的、発展的に構成されており、その

組織及び相互の関連が適切であること。 

・説明文、注などは、主たる記述と関連づけて扱われていること。 

・実験、観察、実習などの活動については、生徒が自ら当該活動を行

うことができるよう適切な配慮がされていること。 
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条件 分類 具体的基準（要約） 

発展的な学習内

容 

・学習指導要領に示す内容及び内容の取扱いに示す事項を超えた「発

展的な学習内容」を取り上げる場合は、学習指導要領の目標や内容の

趣旨を逸脱せず、生徒の負担過重とならないこと。 

・発展的な学習を扱う場合は、それ以外の内容と客観的に区別され、

発展的な内容であることが明示されていること。当該内容を学習すべ

き学校種及び学年などの学習指導要領上の位置づけを明示すること。 

ウェブページの

アドレス等 

ウェブページのアドレス等が参照させる情報は、教科書の内容と密接

に関連していること。 

正確性及び表記・表現 ・教科書の内容に、誤り・矛盾・脱字等がないこと。 

・生徒が意味を理解し難い表現がないこと。 

・漢字、用語、記号、計量単位などの表記が、検定基準が定める別表

に沿って統一されていること。 

出典：文部科学省（2017d）に基づき KRC 作成 

 

表 14. 算数及び数学科の教科固有の条件 

条件 具体的基準（要約） 

基本的条件 中学校学習指導要領に示される、「当該学年より高学年の内容の一部を、当該学年の内容

に加えて指導する場合」には、「教科共通の条件」に示す「発展的な学習内容」に関する

基準を遵守すること。 

選択・扱い及

び構成・配列 

定理、公式等の知識や計算技能の習得に偏ることなく、学習内容のねらい、有用性などが

明らかになるよう配慮されていること。 

小学校・中学校学習指導要領の「各学年の目標及び内容」に示されている〔数学的活動〕

が各領域のいずれかに偏ることなく適切に取り上げられていること。 

小学校の第 5 学年においては、小学校学習指導要領に示す、プログラミングを体験しなが

ら論理的思考力を身に付けるための学習活動を、同学年の「図形」分野に示すいずれかの

内容と関連づけて取り上げていること。 

出典：文部科学省（2017d）に基づき KRC 作成 

 

検定申請後、6 カ月程度で検定意見の通知を受ける。検定意見を受けた部分以外について

は教科書の内容を大幅に変更することはできず、明らかな誤り以外の修正は認められない28。 

 

(3) 採択 

検定済教科書は、通常、一種目29について数種類存在し、この中から、公立学校は所管の

教育委員会が、国・私立学校は校長が学校で使用する教科書を決定する。適切に採択するた

め、都道府県教育委員会は、採択対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に助言

することになっている。また、毎年 6～7 月には、全国に 955 カ所ある教科書センターにお

いて、学校の校長・教員や教科書の採択権者が教科書を事前に確認することを目的とした教

科書の展示会が開催されている。このように、地方教育委員会や国・私立学校は、各地域や

 
28 教科書会社からの聞き取りによる。 
29 教科書の教科ごとに分類された単位を表す。例えば、小学校国語（1～6 年）、中学校社会（地理的分野）、

高等学校（数学 I）など。 
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学校に適した教科書を選定する裁量を有する。 

 

(4) 発行（製造・供給） 

1）教科書の需要数 

文部科学大臣は、都道府県教育委員会から報告された教科書の需要数に基づき、発行すべ

き教科書の種類及び部数を各教科書会社に指示する。教科書会社は、この指示に基づき教科

書を製造し、供給業者を通して各学校に供給する。図 13 に、参考として平成 31 年度（2019

年度）の教科書需要数を示す。 

 
出典：文部科学省（2019a）に基づき KRC 作成 

図 13. 平成 31 年度（2019 年度）用教科書需要数（万冊） 

 

少子化の影響で、教科書の需要数は長期にわたり減少傾向にある。1985 年には 21,909 万

冊であった需要数は、2001 年には 15,114 万冊に大きく減少した（一般社団法人教科書協会, 

2019）。2001 年以降、減少幅は小さくなったものの、2019 年には 13,477 万冊と減少傾向は

続いている。 

 

2）教科書会社の指定基準 

教科書を安定的に発行する必要があることから、教科書会社の指定制度が採用されてい

る。指定の基準は、「教科書の編集を専業として担当し、適切な遂行が可能な人員が 5 名以

上置かれていること」及び「図書の出版に関する相当の経験を有する者がいること」などで

あり、編集・出版の専門的な技術を担保する要件になっている。このほか、資本または資産

額が 1,000 万円以上であることなど、会社としての財務の安定性も基準の一つとなってい

る。平成 31 年度（2019 年度）用教科書の発行者は 54 者であり、このうち 24 者が義務教育

諸学校用（特別支援学校用教科書の発行者は除く）の教科書を発行している。 

 

3）教科書供給の仕組み 

教科書会社は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負う（教科書の発行に関す

る臨時措置法第十条）。教科書会社自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上

困難であることから、教科書会社は供給業者と配給契約を結んでいる。教科書の配給の流れ

6,801

3,629

3,041

6

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

小学校用教科書

中学校用教科書

高等学校用教科書

特別支援学校用教科書
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を図 14 に示す。 

 

出典：文部科学省（2019a） 

図 14. 教科書配給の流れ 

 

教科書会社はまず、教科書・一般書籍供給会社（以下、「供給会社」）に教科書を送付す

る。供給会社は、担当管内の教科書取扱書店の選定、教科書の需給・過不足調整、残本の回

収と返送、教科書代金の回収等を行う。都道府県ごとにおおむね 1 社ずつあり、全国で 53

社ある（文部科学省, 2019a）30。 

次に、供給会社から、教科書取扱書店に教科書が送付される。教科書取扱書店は通常は一

般の書店で、同店舗から学校に教科書が供給される。教科書の需要数の減少とともに教科書

取扱書店数も減少傾向にあり、1998 年には 4,040 店あった店舗数は、2019 年には 2,876 店

に減少した（一般社団法人教科書協会, 2019）。教科書取扱書店は、離島や山間僻地の学校

にも、転出・転入や自然災害などの場合にも教科書が確実に配給されるために重要な役割を

担っており、店舗数の減少が課題となっている。 

 

4）調整本・常備本 

教科書を迅速かつ確実に供給するため、教科書会社は調整本、常備本を用意している。調

整本とは、前年度の 9 月に把握される教科書の需要数と、学年度当初の必要冊数との過不足

調整を行うために供給会社が常に保管する一定冊数の教科書を指す。常備本とは、学年中途

の転入生や災害等に備えるために、教科書会社に常備する一定冊数の教科書である。 

このような、全国に教科書取扱店が配置され、教科書を適時に配給する日本の物流体制や、

常備本や調整本により在庫の過不足調整や災害等の緊急時の需要に対応する仕組みは、開

発途上国における教科書供給システムの検討の参考となる。 

 
30 東京都内には 6 社、愛知県内には 2 社、それ以外の都道府県にはそれぞれ 1 社ずつ存在する。 
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5）教科書の定価 

文部科学省が告示する定価認可基準により、教科書の種目別、学年別に定価の最高額が

定められている。価格の検討に際しては、教科書会社のうち比較的占有率の高い会社を選

び、これらの会社の教科書部門の収支実績を基礎として定価改定年度の収支見込額を算出

し、適正額を決定する。物価の上昇率や学習指導要領改訂による教科書の頁数の増加など

を考慮し、定価が引き上げられることもある31。教科書協会が発行する機関誌「教科書発

行の現状と課題」には、課題として教科書の定価が低廉であることが毎年言及されてい

る。表 15 に平成 31 年度用教科書の平均単価を示す。 

 

表 15. 平成 31 年度（2019 年度）用教科書の平均単価 

出典：文部科学省（2019b）に基づき KRC 作成 

 

2.2 その他 

(1）教科書のデジタル化 

「学校教育法等の一部を改正する法律」等関係法令の施行により、平成 31 年度（2019 年

度）から、教育課程の一部において、必要に応じてデジタル教科書を紙の教科書と併用する

ことが認められた。また、紙の教科書による学習が困難な、視覚障害や発達障害などを持つ

生徒には、教育課程のすべてにおいてデジタル教科書の使用が可能になった。文部科学省は、

デジタル教科書の活用を目的としたガイドライン32や活用の事例集を公開し、教員の情報通

信技術（Information Communication Technology：ICT）を活用した指導力の向上に努めている。

ガイドラインでは、①個別学習の場面、②グループ学習の場面、③一斉学習の場面、④特別

な配慮を必要とする生徒等の学習上の困難の低減、⑤その他、の 5 つの場面ごとに具体的な

ICT 活用の方法を挙げている。 

令和 2 年度（2020 年度）から使用される新学習指導要領に対応した教科書では、二次元

コードから教科書会社が管理するウェブサイトにアクセスし、教科書の内容に関連した音

声・動画や学習コンテンツが利用できる。例えば、啓林館の小学校算数教科書では、紙面に

QR コードを掲載し、生徒の学習を支援する動画などを準備している。各単元の導入や結び

にある QR コードからは、当該単元の準備のための問題や、自分の理解度を確認するための

問題にアクセスできる。 

しかし、現段階では ICT 活用の環境が十分に整備された学校は多くない。文部科学省は、

平成 18 年度（2006 年度）から「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」を毎年

実施し、学校における ICT 環境の整備状況や、教員の ICT 活用指導力を調査している。平

 
31 平成 31 年度（2019 年度）は、前年度より 0.3%定価が引き上げられた。 
32 文部科学省（2018）『学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン』
<https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/139/houkoku/1412207.htm> 

 小学校用 中学校用 高等学校用 

全教科平均 379 円 629 円 816 円 

算数・数学科 390 円 528 円 
769 円（数学 I～III） 

679 円（数学 A～B） 
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成 30 年度（2018 年度）の結果をみると、教育用コンピューター1 台当たりの生徒数は 5.4

人、普通教室の無線 LAN 整備率は 41%、普通教室の大型掲示装置（プロジェクター、デジ

タルテレビ、電子黒板）整備率は 52%であった（文部科学省, 2019c）。また、同調査では、

授業の準備・実施の各段階や生徒に対する指導の方法などの複数の観点・場面からデータを

収集し、教員の ICT 活用力を評価している。同結果によれば、授業中に ICT を活用して指

導する能力や、生徒の ICT 活用を指導する能力が低いと自己評価している教員が多い（文

部科学省, 2019c）。 

文部科学省は、令和 4 年度（2022 年度）までに義務教育段階にある生徒の一人一人にタ

ブレットを配布する計画（GIGA スクール構想）を推進しており、近い将来にタブレット端

末を用いて生徒が授業を受けられる予定である。本調査で聞き取りを行った教科書会社は、

デジタル教材での学習は「知識・技能」領域に偏ることも想定され、新学習指導要領の掲げ

る「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた ICT の活用については、今後さらなる議論

が必要であることに言及した33。日本においても、紙の教科書のデジタル化に留まらず、デ

ジタル教科書の活用の可能性を迅速に探り、早期に具体化することが重要である。また、デ

ジタル教科書使用の促進は、新感染症対策としても喫緊の課題である。 

 

(2）教科書のバリアフリー化 

生徒の障害やその他の特性に応じて、視覚障害のある生徒のために文字・図形等を拡大し

た「拡大教科書」、点字により教科書を複製した「点字教科書」が使用されている。「障害

のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」（教科書バリ

アフリー法）が平成 20 年（2008 年）に成立して以降、教科書会社には、自社の作成した教

科書の拡大教科書を発行する努力義務が課せられている。高等学校教科書については、拡大

教科書の発行とともに、タブレット端末を活用して教科書の拡大表示を行う対応も積極的

に行われている。加えて、生徒の発達状況、障害、国籍、文化などの多様性を考慮し、ユニ

バーサルデザインに配慮した配色を採用したり、ユニバーサルデザインフォントを使用し

たりするなどの工夫が各教科書会社により行われている。点字教科書作成の努力義務やユ

ニバーサルデザインへの配慮など、教科書開発におけるインクルーシブな視点が今後ます

ます求められると予見される。 

 

(3）教員が教科書を活用できるようにするための取り組み 

日本の教科書は生徒が一人で読んで理解するのではなく、教員の指導を前提として作成

されていることが多く、限られた紙面に可能な限り簡略化した最低限の内容が盛り込まれ

ており、教科書を使いこなすには教員の高い指導力が必須である（相馬, 2005）。そのため、

各教科書会社が発行する指導書は、教員が教科書の特色や趣旨を理解し、指導に有効活用す

るための参考書として重要な役割を担っている。 

また、教科書会社のウェブサイトには、教員による教科書の活用を支援するためのさまざ

まなコンテンツが用意されている。各教科書の方針・特色を説明した内容解説資料、年間指

 
33 長崎, 西村, 二宮（2015）は、従来、日本ではデジタル教科書は紙の教科書をデジタル化することであ

ったと指摘している。 
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導計画案のほか、全国学力・学習状況調査で明らかになった生徒のつまずきを踏まえた教科

書の活用方法34や、教科書と連動したオンライン教材などの指導資料35、会員向けの情報誌

などが利用可能である。会費制の研究会などを教科書会社が主催し、執筆者が講師となり全

国からの参加教員に対して指導や助言を行う場合もある。 

教科書会社への聞き取り調査によると、教員が授業を行いやすくするために教科書や指

導書以外の資料を提供することも教科書会社の重要な役割と考えられている。そのため、例

えば、新学習指導要領で教科横断的に育成する能力とされている言語能力、情報活用能力、

問題発見・解決能力等の育成については、教科書や指導書とは別に資料集を作成し、教員に

配布するなどにより対応している。 

このように、日本では民間の出版社が教科書を開発、販売することで、次回の教科書販売

のために、内容解説資料、ウェブサイト、研究会などのフォローアップや情報提供が積極的

に行われ、教員による教科書活用が促進されている側面がある。 

  

 
34 教育出版「学力調査 A 問題にみられる基礎・基本のつまずき 18」など 

<https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/sansu/document/ducu3/2528.html> 
35 学校図書 学図プラスなど 

<http://qr.gakuto.co.jp/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%AE%97%E6%95%B0> 
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第４章  JICAの教科書開発案件の実施プロセス 

 

本章では、対象 10 案件の事業完了報告書等文献調査と CREATE、QUIS-ME、PAMME の

現地調査の結果に基づき、教科書開発案件の実施プロセス及び各案件の効果検証調査の結

果をレビューする。本章で取り扱う項目は、1.1.当該国が目指す生徒の人材像、身につけさ

せたい学力観、1.2.カリキュラム・教科書改訂にかかわる制度及び政策（カリキュラム・教

科書の改訂サイクルと教育省36の役割、学力評価との連動）、2.1.教科書執筆方針策定、2.2.

教科書執筆体制（C/P に求められる能力レベル、C/P の選定プロセス、日本人専門家（算数・

数学教育関連）の資質・能力、日本人専門家と C/P の役割分担、教科書開発体制）、3.1.教

科書開発プロセス（教科書執筆、試行、教科書編集、教科書承認）、3.2.教科書印刷・配布

（教科書印刷・配布経費と開発パートナーとの連携、教科書配布のロジスティクス）、3.3.

教科書普及段階（導入研修やフォローアップ活動、環境整備、成果の検証）である。 

表 16 に、各案件の協議議事録に記載された調査対象 10 案件の学びのサイクルへのアプ

ローチの概要を示す。学びのサイクルにおける「カリキュラム」とは系統性・持続性のある

カリキュラムへの開発・改訂支援、「教科書・学習教材」はカリキュラムとの整合性を確保

した教科書及び子どもが基礎学力を身につけるための学習教材、「授業」は教員養成、現職

教員研修を通じた教員の職能開発及び指導書の開発・改訂の支援、「学力評価」はカリキュ

ラム・教科書・授業と一貫性のあるアセスメントの改善の支援である（JICA, 2015a）。 

 

表 16. 本調査対象案件の学びのサイクルへのアプローチ（概要） 

プロジェクト 
学びのサイクル 

カリキュラム 教科書・学習教材 授業 学力評価 

JSP2 〇 〇 〇 × 

CREATE ○ 〇 △ ○ 

ESMATE ○ 〇 ○ × 

PROMETAM3 ○ 〇 △ × 

iTEAM 〇 〇 〇 × 

QUIS-ME × 〇 △ × 

PAJEC × 〇 △ × 

GUATEMATICA CB □ 〇 △ × 

NICAMATE ○ 〇 △ × 

PAAME × 〇 〇 × 

凡例：○）プロジェクトのスコープ内、△）一部の活動がスコープ内、×）スコープ外、□）プロジェクト

開始前に貴機構の支援により実施予定であったが実施できなかった。 

「カリキュラム」は教科別カリキュラムの開発・改訂への支援。 

出所：各案件の協議議事録、JICA (2015a) に基づき KRC 作成 

 

調査対象 10 案件のうち PAAME は、学習教材として計算ドリルを作成したものの、教科

 
36 バングラデシュでは「初等大衆教育省」が初等教育を、「教育省」が中等・高等教育を管轄する。ラオ

スでは「教育スポーツ省」、パレスチナでは「教育・高等教育庁（現教育庁）」が初等・中等教育を管轄

する。本報告書では初等・中等教育を管轄する省庁を「教育省」という呼称で統一する。 
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書の作成は当初より実施対象とされておらず、他の 9 案件と特徴を異にするため、一部項目

については分析の対象としていない（囲み 2 参照）。PAJEC も、パレスチナ自治政府によ

りプロジェクト開始前にカリキュラム改訂・教科書開発が開始され、C/P が執筆した教科書

原稿の一部への助言が日本人専門家の主な支援内容であり、他案件と特徴が異なることに

注意が必要である。 

 

囲み 2 PAAME概要 

PAAME は、「パイロット州における優良事例のモデル化及びナショナルレベルでの共有を通じ、児

童の初等算数の学びが向上する」をプロジェクト目標とし、セネガルの先行 2 案件で構築した理数科教

員研修と学校運営の仕組みを発展させ、計画、実施されたプロジェクトである。同プロジェクトでは、

開始直後に実施した診断調査により、セネガルの授業で効果のある方策として、「算数ドリル（計算ド

リル）」と Abaque と呼ばれるセネガルの伝統的な大型算盤等の使用の有効性を確認した。そして、数と

計算領域の成績の向上のための計画をコミュニティと共有し、プロジェクトが開発した「算数ドリル（計

算ドリル）」や Abaque 等の教材を使用して授業で数と計算の基礎を固めるとともに、家庭学習や補習

で演習量を増やす戦略が取られた。教材開発による授業改善とともに、家庭・コミュニティからの支援

を得るための多くの活動を実施したことが、PAAME の特徴である。 

 

1． 教科書執筆開始前（案件の背景） 

1.1.当該国が目指す生徒の人材像、身につけさせたい学力観 

JICA（2015a）は、初等教育就学年齢の 4 割（2 億 5 千万人）程度の子どもたちが基礎的

な読み書きや計算能力を身につけていないことを「学びの質」の問題と指摘する。また、知

識・技能だけではなく、それらを活用して課題に対応できる能力（コンピテンシー）の育成

を重視したカリキュラムを編成、実施する国が増えていることに言及する。各国が目指す生

徒の人材像もしくは身につけさせたい学力観を表 17 に示す。 

 

表 17. 各国が目指す生徒の人材像、身につけさせたい学力観 

国（案件） 生徒の人材像、身につけさせたい学力観 

バングラデシュ 

(JSP2) 

・教育は、人的価値（human value）を高め、国民のために、社会の発展に寄与する

リーダーを育てる。宗教的排他主義（communalism）や迷信・盲信から脱却し、愛

国心を持った人材を育てると同時に、バングラデシュが国際社会と同水準の発展

を遂げられるよう、国民の資質と技能を高める。 

・初等算数教育で主に育成を目指す能力は、①基礎的・基本的な知識の習得、②問

題解決に必要な技能（スキル）の向上、③積極的に学習活動へ参加し自ら答えを見

つけようとする態度の 3 つである。 

ミャンマー 

(CREATE) 

・新カリキュラムフレームワークは、すべてにおいて調和のとれた発達（五大能

力）、21 世紀型スキル、すべての教科の同等な扱い、という 3 つの基本的な考え

方に基づく。 

・すべてにおいて調和のとれた発達とは、①知的能力、②身体的能力、③道徳倫理

的能力、④社会的能力、⑤経済的能力、という 5 つの能力の発達を指す（分野横断

的なスキル及びコンピテンシー）。 

・初等算数教育では、以下の 4 つが目標とされている。①数、数量、図形、データ
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国（案件） 生徒の人材像、身につけさせたい学力観 

の表現に関する基礎的な算数の知識と技能を身につける。②問題解決の過程で、論

理的に推論、説明できる。③学習時と同様に、算数の知識・技能を日常生活の問題

に活用できる。④算数の考え方やアプローチの利便性に気づき、そのよさがわか

る。 

エルサルバドル 

(ESMATE) 

・教育の主たる目標は、質の高い教育を青少年に提供することである。教育の質と

は、学校の成績のみでなく、社会の進歩や変革に寄与するために市民の能力や生産

性をどれだけ効果的に高められるかを指す。 

・初等算数・中等数学教育では、「問題解決」に焦点を当て、①数学的・論理的な

推論力、②数学言語を使ったコミュニケーション、③日常生活場面に数学を応用す

る力を育成する。これらコンピテンシーの獲得を通じて、市民の能力や生産性を高

める。 

ホンジュラス 

(PROMETAM3) 

・教育を通じて国民が身につけるべき資質や人材像として、国民的及び普遍的な価

値に基づく人間、家族・地域・国家における個人的・社会的アイデンティティー、

勤勉で効率的な責任感のある質の高い生産者、科学的な知識や技術など 15 点が挙

げられている。 

・数学教育全体としては、論理的思考、抽象的思考、演繹・帰納的な思考の育成な

どを狙いとしている。 

・基礎教育（初等教育・前期中等教育）における算数・数学教育の目的は、問題解

決に役立つ数学的・論理的な思考力の開発、日常生活のさまざまな活動に数学を結

びつけること、数式や記号を使ってさまざまな領域の情報を量的・質的に処理する

ことである。 

・後期中等教育（高等学校）における数学教育の目的は、技能（Conocimientos 

metodologicos）や記号、抽象的な知識を利用し、日常生活上の問題を数量化して解

決できるようにすることである。 

ラオス 

(iTEAM) 

・教育省が作成した教育・スポーツセクター開発計画（2016-2020）は、すべての

学習者が道徳的、知的、職業的、身体的及び芸術的発達を獲得し、社会経済開発に

貢献、また、同開発の恩恵を受けるために必要な認知・非認知スキルを身につける

ため、5 つの目標を掲げている。そのうち初等教育に関する目標は、すべての生徒

が労働市場または中等・高等教育進学に必要な基礎的な知識と技能（健康への適切

な配慮を含む）を習得することである。 

・新初等算数カリキュラムでは、生徒が問題解決の過程において論理的思考がで

き、指針を決め、分析的に思考し、意見を述べることができるようになることを、

算数を学ぶ目的としている。また、将来の学習のため、及び思考力を高めるために、

生徒が算数の活動を楽しみ、算数の学習を好きになり、日常生活の中で算数の知識

を活用することが重要であるとしている。 

PNG 

(QUIS-ME)  

・国家カリキュラム基準フレームワークは、新カリキュラムの最終的な目的を「子

どもたちがキャリア、高等教育、市民となるための準備ができること」とする。そ

のため、13 の目的を設定し、それぞれの目的には複数の目標が設定されている。

以下、初等教育に関連する主な項目を抜粋する。 

- 目的 1：生徒がキャリア、高等教育、市民となる準備のために必要な知識、技

能、価値観、態度を身につける。 

・目標 1：21 世紀における労働市場、学習、生活において必要で需要のある知
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国（案件） 生徒の人材像、身につけさせたい学力観 

識、雇用され得る能力、価値観、態度を身につける。 

- 目的 2：生徒が言語、算数、理科…において国際水準・高度な基準を達成する。 

・目標 2：多様な算数の問題を解くための算数的な推論、統計的知識、プロセス、

公式、概念を理解し、活用できる。 

・初等教育（G3-G5）算数シラバスには、質の高い算数教育をすべての生徒に提供

する、算数を学ぶことですべての生徒が「算数的に物事を考え、説明できる」「情

報の収集、表現、分析、評価をすることで算数を用いたコミュニケーションができ

る」「日常生活に算数の考え方、知識、技能を活用できる」「算数を使い、問題を

分析し、解決することができる」「生活の中の必要で関連する場面において、算数

のよさに気づくことができる」「日常生活の中で計算ができるようになる」ことを

目指すと記載されている。 

パレスチナ 

(PAJEC)  

・生徒中心型の教育及び環境をつくる。生徒の創造性を高めるとともに知識を深

め、基本的な読み書き能力、分析能力、問題解決能力、高度な社会的能力及びコミ

ュニケーション能力の習得を保証する質の高い教育を促進し、地域及び国際社会

の発展に貢献する人材を育成する。 

グアテマラ 

(GUATEMÁTICA 

CB) 

・コンピテンシー・フレームワークとして、教育の終了段階で生徒に期待される 15

のコンピテンシーが設定されている。そのうち第 3 番のコンピテンシーとして、

「知識の構成と日常的な問題の解決において、論理的・省察的・建設的に、批判的・

創造的思考を使う」とある。 

・前期中等数学分野では、以下のコンピテンシーの獲得が目標である。 

- 特徴や関係を応用し、算術、代数、幾何のパターンを考えることにより、

数学的問題のアプローチ、分析、創造的な解決を促進する。 

- 定量的な関係の表現や分析を導く数学的モデルを構築する。 

- 実数の集合において、それぞれの特徴を考慮し、また答えが正確になるか

を確認しながら、さまざまな種類の算術を使用する。 

- さまざまな情報源から得られた情報を表現し解釈する方法を探りながら、

提出された問題に対応する。 

- 個人を取り巻く場面の解釈に数学的推論、言語、記号法を応用する。 

ニカラグア 

(NICAMATE) 

・教育基本法には全人教育が謳われている。 

・国家基本カリキュラムに、数学的コンピテンシーは数学的な概念や方法を理解、

使用、応用、伝達することであり、数学的な知識や批判的思考、演繹・帰納的な思

考、推論能力を用いて現実のさまざまな問題を解決することを可能にするものと

記されている。 

セネガル 

(PAAME)  

・生徒は獲得した知識と技術を融合し、必要に応じて同知識・技術を使い、直面す

る問題を解決する。（構成主義と社会構成主義に基づくコンピテンシーアプロー

チ） 

・初等教育終了時、生徒は数学的道具（10 進数、小数・分数、算術的計算、図形の

基礎、量の測定、推論）を問題解決の場面で統合できる。 

出典：各国政策文書・カリキュラム文書等に基づき KRC 作成 
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1.2.カリキュラム・教科書改訂に係る制度及び政策 

(1) カリキュラム・教科書の改訂サイクルと教育省の役割 

対象案件各国のカリキュラム、教科書の開発・改訂に係る制度及び政策を表 18 に示す。 

 

表 18. 各国のカリキュラム・教科書開発・改訂に係る制度及び政策 

国（案件） 実施（開発・改訂）体制・教育省の役割 
国定/検

定/認定 
改訂サイクル 

バングラデシュ 

(JSP2)  

・国家カリキュラム教科書局がカリキュラ

ム開発・改訂、教科書開発・改訂の責任機関

である。 

国定 カリキュラム及び教科書

を 2012 年に改訂。2018 年

7 月から再改訂を実施中。 

ミャンマー 

(CREATE)  

・今のところ改訂のための体制は確立され

ていない。 

・教育調査・計画・訓練局によると、国家教

育戦略計画 2（2021 年～）にカリキュラム・

教科書の改訂の必要性が言及されており、

改訂に携わる人員の数により、毎年 1 学年

分または 2 学年分を見直す予定である。 

国定 カリキュラム・教科書改

訂の具体的なスケジュー

ルは明文化されていな

い。教育省教育調査・計

画・訓練局長によると、5

年ごとに見直す予定であ

る。 

エルサルバドル 

(ESMATE)  

・教育省基礎教育局、中等教育局それぞれ

の教育運営・カリキュラム開発室がカリキ

ュラム開発を担当する。 

・ESMATE では、教育省カリキュラム開発

室技官に加えて、同省がエルサルバドル大

学数学科の卒業生を期限付き契約でコンサ

ルタントとして傭上、教科書を執筆した。 

国定 カリキュラム・教科書の

改訂時期は未定。ただし、

毎年継続的に教科書に修

正を加えている。 

ホンジュラス 

(PROMETAM3)  

・教育省が全国統一フォーラム（Foro 

Nacional de Convergencia：FONAC）の答申

に基づきカリキュラムを改訂した。 

・PROMETAM3 では、教育省が任命した中

等学校の教員とフランシスコモラサン国立

教育大学（Univesidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán：UPNFM）の教員が中心

となり教科書を執筆した。 

国定 カリキュラム・教科書共

に改訂サイクルは確立さ

れていない。 

ラオス 

(iTEAM)  

・RIES がカリキュラム・教科書開発を行う。 国定 教育省はカリキュラム・

教科書は 10 年ごとの改訂

を予定している。 

現在のカリキュラムは、

2005 年に開始された世界

銀行のプロジェクトで改

訂されたものである。 

PNG 

(QUIS-ME) 

・国家カリキュラム基準フレームワーク

は、教育大臣直属の委員会が作成する。 

・調査・評価局によるカリキュラムレビュ

国定 カリキュラムは 5 年ごと

に改訂。新学校制度開始

に合わせて見直される予
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国（案件） 実施（開発・改訂）体制・教育省の役割 
国定/検

定/認定 
改訂サイクル 

ー結果に基づき、カリキュラム局がカリキ

ュラムの見直しを行う。 

・教育省カリキュラム局がシラバス・教員

用ガイド作成の責任局である。 

・教育省カリキュラム局として、QUIS-ME

によりはじめて教科書を開発した。今後同

局が教科書開発・改訂の責任局となること

が予定されている。 

定。 

パレスチナ 

(PAJEC)  

・教育省カリキュラム開発センターがカリ

キュラム及び教科書を開発・改訂する。 

国定 カリキュラム・教科書共

に改訂サイクルは確立さ

れていない。実績として

は 2000 年、2015 年にカリ

キュラムが改訂された。 

グアテマラ 

(GUATEMÁTICA 

CB)  

・2008 年に教育審議会が策定したカリキュ

ラムが現行の公式な国家カリキュラムであ

る。 

・策定されたカリキュラムに則り、教育省

教育の質局が教科書・指導書の開発と改訂

を担う。 

・教育省が認定した民間出版社発行の教科

書も併存する。 

国定・認

定 

カリキュラム・教科書の

改訂サイクルは確立され

ていない。実績としては、

教育省カリキュラム局に

よりカリキュラムが 1994

年、2009 年に改訂、2017

年一部改正、2019 年 12 月

にも一部改正されたが、

2020 年 1 月、新政権によ

り無効とされた。 

ニカラグア 

(NICAMATE)  

・教育省教育計画局を取りまとめ役とし

て、大学教員などをメンバーとするカリキ

ュラム委員会を設置し、新カリキュラムを

検討する。 

・教科書開発・改訂は、教育省初等教育局

と中等教育局を中心として行うが、省内に

人材が乏しい場合は、大学教員などに執筆

を依頼し、教育省教育計画局が内容を確認

し、適宜修正する。 

国定 改訂サイクルは確立され

ていない。プロジェクト

で約 4 年ぶりに中等数学

教科書を改訂した。 

セネガル 

(PAAME)  

・現行カリキュラムは、教育省教育企画・

改革局内にカリキュラム常設事務局

（Secretariat Permanet du Curriculum：SPC）

を設置し、SPC を調整役として教育省の関

連部局をメンバーとして国家カリキュラム

運営委員会を設立し、同委員会により開発

された。 

検定 現行カリキュラムは 2005

年に導入され、同カリキ

ュラムに則した教科書が

2014 年から 2 学年ごと配

布された。 

カリキュラムの一部改正

は随時実施されている。 

出典：各国政策文書、既存報告書、聞き取り等に基づき KRC 作成 
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対象 10 案件の教科別カリキュラム改訂への関与の度合いは一様ではない。CREATE は、

全教科の教科別カリキュラム（カリキュラムアウトライン）改訂プロセスに正式に関与し、

教科書執筆の方向づけをリードすることができた例である。プロジェクト開始前、CREATE

のカリキュラム・教科書・アセスメントコンポーネントリーダーが教育省による初等教育カ

リキュラムフレームワーク開発を支援した37。プロジェクト開始後、日本人教科専門家と C/P

（執筆者）がカリキュラムフレームワークを理解したうえで、各教科の目標と学習内容を記

載した教科別カリキュラム（カリキュラムアウトライン）を作成した。また、初等教育の全

教科を対象として支援し、教員を教科横断的に指導することで、新カリキュラム導入に伴う

教育現場の混乱を最小限に留めることができた。ニカラグアでは、プロジェクトの C/P が初

中等数学カリキュラム改訂検討委員会の委員となった。NICAMATE がプロジェクト活動を

通じて修正した改訂カリキュラム案が、正式に中等数学科カリキュラムとなった。 

その一方で、GUATMEMÁTICA CB の当初計画では、プロジェクト開始前に国家カリキュ

ラムの過密な前期中等数学科学習内容が見直され、見直し済みの学習内容一覧に基づき教

科書が執筆される予定であった。しかし、プロジェクト開始後、グアテマラ教育省が再修正

し、おおむね見直し前の学習内容に則り教科書が開発されることになり、結果的に、配当時

間ですべての学習内容はカバーできない教科書を作成することになった。PAJEC において

も、プロジェクト開始前に教育省により教科別カリキュラムが改訂済みであり、同プロジェ

クト専門家は、教科書開発を支援するのであれば教科別カリキュラム改訂から介入するこ

とが望ましいと提言した。 

 

(2) 学力評価との連動 

「カリキュラム・教科書・授業と一貫性のあるアセスメントの改善の支援」は、学びの改

善アプローチにおける包括的な支援の要素のひとつである。表 19 に、各国において導入さ

れた新カリキュラム・教科書と国家レベルの学力評価システムとの連動を示す。 

 

表 19. 各国のカリキュラム・教科書と国家レベルの学力評価システムとの連動 

国（案件） 学力評価との連動 

バングラデシュ 

(JSP2) 

・3 年生と 5 年生の国語・算数を対象とした全国学力調査（National Student 

Assessment：NSA）が 2011 年から 2 年ごとに実施されている38。しかし、2013～2015

年の NSA の問題は旧カリキュラムに準拠して作問されており、2012 年に改訂され

た新カリキュラムで新たに導入された資質・能力は必ずしも評価されていない。教

育省初等教育局は、NSA2015 における学習到達度の悪化を確認しており、その原

因として 1）教員研修が教員の指導と生徒の学びに対して効果がない、2）カリキュ

ラム改訂後の指導書等の配布の遅れによる影響、3）教員に対する新カリキュラム

研修未実施の影響、4）調査対象校サンプリングの影響、を挙げた。公開された問

題も低次の認知能力を測るものが多く、出題分野にも偏りがあることから、NSA で

出題する問題を改善することが課題といえる。 

 
37 包括的教育セクターレビュー (Comprehensive Education Sector Review：CESR) フェーズ 3 (2013-2014)  
38 NSA は 2006 年から開始され、2008 年までは 3 年生と 5 年生の 5 教科が調査対象であったが、2011 年

からはベンガル語（国語）と算数のみとなった。 
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国（案件） 学力評価との連動 

ミャンマー 

(CREATE)  

・教育省による国家アセスメント政策策定並びに初等教育アセスメントガイドラ

イン作成プロセスにおいて、CREATE 評価専門家の意見が参考にされた。また、同

ガイドライン作成に当たり、CREATE が開発したガイドブック等が参考にされた。

その結果、カリキュラム、CREATE が作成支援する教科書と初等教育アセスメント

ガイドライン、国家アセスメント政策は整合している。 

エルサルバドル 

(ESMATE)  

・教育省は現在、カリキュラムと学力評価の連動の可能性を探っている。教育省は、

2020 年から中等教育修了試験（Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de 

Educación Media）を ESMATE で開発した教材（教科書・指導書・練習帳）に則し

て修正すると全国に通達済みである。 

ホンジュラス 

(PROMETAM3)  

・プロジェクト終了時のアクションプランによると、今後、政府が行う学力試験を

新カリキュラムに沿って改訂する予定である。 

ラオス 

(iTEAM)  

・他教科を支援するオーストラリア政府と欧州連合の支援によるプロジェクト

BEQUAL が推進する形成的評価の視点を、iTEAM も指導書に含めている。 

・世界銀行の支援を受け、教育省は、2006 年、2009 年に 5 年生、2011 年、2017 年

には 3 年生を対象に生徒学習到達度調査（Assessment of Student Learning Outcome：

ASLO）を実施し、2021 年には第 5 回 ASLO が 3 年生を対象に実施される予定であ

る。現在は、iTEAM の算数チーム C/P が ASLO の算数試験問題作成・実施を支援

しているほか、BEQUAL と UNICEF が ASLO を支援している。 

・修了試験は郡レベルで作成されている。 

PNG 

(QUIS-ME)  

・3 年に 1 度「読み書き」「計算」分野の全国学力調査が実施されており、これま

で試験は教育省試験サービス局職員（現在 18 名程度）が作成した。 

・国家教育計画とカリキュラムフレームワークで重点教科とされ、教科書も開発、

配布されたことから、2024 年から同調査に「理科」が追加される予定である。 

・教育省試験サービス局戦略モニタリング課長は、同調査の内容を新カリキュラム

に準拠させるため、教科書執筆を通して新カリキュラムの内容を理解する QUIS-

ME の教科書執筆チームの人材を活用し、調査問題を作成することを検討してい

る。 

パレスチナ 

(PAJEC)  

・教育省はカリキュラム改革の一つとして、中等教育修了試験（Tawjihee）の評価

方法の見直しを行った。新しい修了試験では、12 年生卒業試験結果のみで成績を

評価するのではなく、11 年生修了時にも試験を行い、それら 2 回の試験の平均で

修了試験結果を出すなどの工夫がなされた。また、試験問題も新カリキュラムに対

応するよう、問題構成が変更される予定である。 

グアテマラ 

(GUATEMÁTICA 

CB)  

・教育省評価・教育調査局が算数・数学能力と読解力を測る全国学力調査

（Evaluaciones Nacionales a Estudiantes de Primaria, Tericero Básico y Graduandos）を

初等 1 年（2014 年国語のみ）、3 年、6 年、前期中等 3 年、基礎教育卒業生（後期

中等 3 年）に対して定期的に実施している。同調査の目的は、国際的な基準に基

づく学力試験と、個人・文化・言語・社会人口学的多様性の観点から生徒の到達

度に影響を与える要素の調査により、国家カリキュラムに対してフィードバック

することである。 

ニカラグア 

(NICAMATE) 

・カリキュラム評価のための学力調査は行われていない。また、初中等教育に卒業

試験はない。 

・NICAMATE では、プロジェクト終了後に実施すべき学力調査のテスト問題を提
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国（案件） 学力評価との連動 

供するとともに、C/P が自分たちで結果を分析できるよう、統計処理・分析に関す

るワークショップを実施した。 

セネガル 

(PAAME)  

・カリキュラムと連動する形で、初等教育終了資格（Certificat de Fin d’Estudes 

Elémentaire：CFEE）試験においてコンピテンシーの達成度が確認されている。 

・算数は CFEE 試験（300 点満点）中の 100 点を占め、リソースと呼ばれるテスト

（配点 40 点）とコンピテンシーと呼ばれるテスト（配点 60 点）で構成される。 

出典：各国カリキュラム文書等に基づき KRC 作成 

 

対象 10 案件のうち唯一 CREATE が、協力スコープに学力評価（アセスメント）への協力

を含む。ミャンマーでは、2017 年 9 月、教育省が発表した初等学習アセスメントフレーム

ワーク（Primary Student Learning Assessment Framework：PLAF）により、小学校低学年39で

は既存の試験の代わりに、形成的評価により継続的に生徒を評価すること、高学年では形成

的評価に加え、総括的評価として年に 4 回の試験で生徒の学習到達度を測り、進学可否の検

討材料とすることが定められた。さらに、教育省により、形成的評価と総括的評価をバラン

スよく組み込む必要や、アセスメントは単に合格か不合格かを判断するのではなく、生徒の

学びを促進し、達成度を測るために活用されるべきであることを示した国家アセスメント

政策（第 1 版）（Department of Myanmar Examinations, 2019）が策定された。また、各学校に

おいて、教員がアセスメントを実施する際の参考資料として、CREATE の支援により低学

年における教室レベルアセスメント参考書（Reference Book on Classroom Assessment for 

Lower Primary（以下、「アセスメント参考書」））が作成され、全国の学校に配布された

（JICA ほか, 2019）。アセスメント参考書には新教科書に沿った試験問題（アイテム）やル

ーブリックの事例、ポートフォリオアセスメントの事例、アセスメント結果の記録フォーマ

ット等が含まれている。さらに、教員が、授業中の学習活動を通して生徒が習得した知識、

理解、スキルなど広範な能力を把握するための資料として、「サンプル試験問題集」が作成

された。同問題集には、教員が生徒の学習内容の理解度を測るためのアイテム（「知識」「理

解」「応用」の 3 段階のレベルで提示）、生徒の学習パフォーマンスを見るためのルーブリ

ックの例などが学年ごとに取りまとめられている40。加えて、指導書（算数）には、算数の

アセスメントとして「知識」「理解」「応用」の 3 段階のアセスメントの実施例が記載され

（第 5 章図 24 参照）、教員は授業中に生徒の理解度を評価し、生徒にとってより効果的な

授業とするために役立てるべきであることが説明されている。さらに、単元指導の中盤と単

元終了時、学期や学年の終わり等に生徒の理解度・達成度を評価し、生徒の学びや自らの授

業改善を促すためにアセスメントが用いられるべきであるとしている。 

ミャンマー以外のカリキュラムにも形成的評価の充実に言及があり、各案件で授業ごと

に評価問題を設定したり、教員研修で形成的評価を指導したりするなど、さまざまな取り組

みが行われた。例えば、ESMATE では、教員が授業中に机間巡視などを通じた形成的評価

 
39 低学年は小学校 1 年生から 3 年生まで、高学年は小学 4 年生及び 5 年生である。 
40 JICA, 株式会社パデコ, 株式会社国際協力センター, 教育出版株式会社（2018）、及び JICA, 株式会

社パデコ, 株式会社国際協力センター, 教育出版株式会社（2019）に基づく。 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

47 

 

 

を行い、生徒の理解度に応じた学習支援を実施することを、学びの改善のための戦略の一つ

と位置づけた。また、NICAMATE では、教科書の練習問題を用いて授業中に形成的評価を

行うよう導入研修で教員に指導したほか、定期的な形成的評価を促進するため単元テスト

を配布した。 

 

2． 教科書執筆開始段階 

2.1.教科書執筆方針策定 

教科書開発の開始に当たり、JSP2、CREATE、ESMATE、GUATEMÁTICA CB、NICAMATE

では、教科書開発業務実施のための基本方針や開発手順等で構成される執筆方針を策定し

た。JSP2 は、教科書修正のため、日本人専門家と C/P で、バングラデシュとアメリカ、シ

ンガポール、日本の教科書を比較分析した。その結果、授業に必要な学習活動が少ないこと

や、説明が中心で、生徒の学習内容理解を促進する絵やイラストが少ないことなどの問題が

確認された。そこで、活動中心の授業を想定して執筆することや、絵やイラストを多用する

ことなどを教科書修正方針とした。GUATEMÁTICA CB は、基本方針の筆頭に、現行の国

家カリキュラムに則った内容・構成とすることを記載した。このほか、基礎基本の優先、個

に応じた数学の力の育成、系統性の重視、初等からの学習の一貫性、生徒の自力解決を促す

内容と構成、国際的な学力観を参考とすることとともに、国の多文化性の考慮も盛り込まれ、

教科書の学習内容に民族数学（マヤ数学）が含まれた。CREATE は、全教科の教科書・指導

書執筆開始に当たり、3 つの方針と 2 つの方策を策定し、執筆者はじめ関係者に周知した

（表 20 参照）。特に方針 3 として、教科書と指導書は生徒の思考力を育てるものであるこ

とを明記し、従来の暗記暗唱型授業から脱却し、CREATE は思考力を育成する授業を目指

すことを示した。 

 

表 20. 教科書・教師用指導書作成方針・方策 

方針 1 

 

 

 

方針 2 

 

 

 

方針 3 

教科書及び教師用指導書は魅力的なものでなければならない 

- 教科書は生徒の学ぶ意欲を高めるものである。 

- 教師用指導書は教師に十分な情報を提供し、多様な方法による教授学習活動を行う

環境づくりを支援するためのものである。 

教科書及び教師用指導書は知識の源泉である 

- 教科書は正確な知識と情報を適切な学習方法を通して提供するものである。 

- 教師用指導書は核となる知識や付随する情報を含め、それらの基本原理や概念を明

確に教師に理解させるものである。 

教科書及び教師用指導書は思考力を育てるものでなければならない 

- 教科書は知識や情報を提供すると同時に、それらについて深く考え、批判的に思考す

る多様な学びのプロセスを促進するものである。 

- 教師用指導書は教師が科学的なアプローチ（批判的思考、問題解決型思考など）を取

り入れた授業を形成するプロセスを支援するものである。 

方策 1 

 

方策 2 

教科書は生徒と教師の両者にとって有用なものとする 

 - 教科書は生徒の学習活動、教師の教授活動の両方にとって有用なものとする。 

教科書及び教師用指導書には学習評価の基準とその方法を明記する 
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 - 生徒の理解の程度、スキル習得の程度、考え方の変化、学びに対する姿勢の変化等の

新しい評価基準や方法を明記し、従来からの教授学習形態の転換を促す。 

出典：JICA, 株式会社パデコ, 株式会社国際開発センター, 教育出版株式会社（2016）、JICA, 株式会社パ

デコ, 株式会社国際開発センター, 教育出版株式会社（2019）に基づき KRC 作成。原文に従い「教師」・

「教師用指導書」とした。 

 

ESMATE では、プロジェクト開始後に実施された調査において、生徒が基礎的な四則演

算に課題を抱え、特に各学年での知識・技能の習熟不足が次学年での学習を妨げていること、

また、授業の多くで、生徒が授業の大部分の時間を受動的に教員の説明を聞いたり、黒板を

写したりすることに費やしていることを確認した。ESMATE では、これらを改善して、生

徒の能動的な学習を保障すれば、学びが改善されるとの仮説に基づき、図 15 に示す「学び

の改善のための戦略」を立案した。同戦略を構成する「良質な学習教材」として、原則 1 授

業 1 頁、各授業に 1 つの目標を設定し、評価問題の提示場所を統一するなどにより、生徒と

教員が使いやすい教科書を作成することが方針とされた。このほか、ESMATE は、授業時

間 45 分中 20 分間を生徒の「能動的な学習時間」とすることとした。ESMATE の指導書に

よると、ESMATE が目指す「能動的な学習」とは、個人で自力解決を行う学習、またはペア

やグループで互いの解法や考えなどを共有するインタラクティブな学習である。併せて、教

員が「評価に基づいた学習支援」を実施できるようになることを戦略とした。 

 

 

出典：JICA (2019b, p.36)  

 図 15. ESMATE の学びの改善のための戦略 

 

図 16 に、NICAMATE が実施した診断調査結果の分析と技術戦略を示す。診断調査では、

授業中に教員が話している時間が長く、生徒の自力解決の時間がほとんどないこと、生徒が

基礎的な四則演算や数学的概念を習得していないにも関わらず、教科書でも授業において

も桁数の多い複雑な問題ばかりが扱われていること、教員の教科知識が乏しく教授技術が

低いことなどから、生徒がほとんど学んでいないことが確認された。そのため、プロジェク

トの技術戦略として、45 分間の授業のうち 15～25 分の自力解決（能動的な学習）の時間を

設けること、基礎基本を重視すること、途中経過を省かない丁寧な解答を添付することなど
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の方針を定めた。 

 

 

出典：JICA, KRC (2018, p13)  

図 16. NICAMATE の技術戦略 

 

教科書執筆方針に加え、CREATE は、C/P からの教科書及び教員用指導書の記述、言語表

記、レイアウト等に関する質問に答えるためガイドラインを作成し、プロジェクト関係者全

体で教科書の内容や仕様に関する共通認識を醸成した。同ガイドラインは、教科書開発作業

の進捗に合わせ、3～6 カ月に一度のペースで改訂されている。CREATE の「教科書・指導

書開発のガイドライン ver.14」に含まれる項目を表 21 と表 22 に示す。 

 

表 21. CREATE の教科書開発ガイドライン（抜粋） 

項目 主な記載内容 

内容 ・各単元の構成（単元名、学習の流れ、写真・イラスト、教材、評価の観点、留

意点） 

・単元内容の選択・決定（選択基準：カリキュラム目標（あるいは教科目標）を

達成するために必要であるか） 

・学習活動における安全性（例：理科の実験上の注意） 

・教科横断的な視点（例：社会で使用するグラフの算数との関連） 

表記 ・教科書で用いる言語（低学年では口語表記を推奨、高学年では文語表記） 

デザイン ・教科書のレイアウト（頁サイズ、色、フォント、フォントサイズ、行間、マー

ジン等） 

・必ず扱わなくてはならない内容と参考資料的な内容の区別 

・イラストの描写方法 

・家族構成、ジェンダー、宗教、貧富の差、外国人、病気・障害のある人に配慮

現 状 プロジェクトの技術戦略

生徒の自力解決の時間がない

授業中に取り上げる例題の数字
は、桁数が多いなど、複雑であ
る。

生徒は、基礎的な四則演算及び
数学的な概念を身につけていな
い。

生徒は授業中に学習内容を理解
していない。また、自習に適し
た教材がないため、家庭学習の
実施が困難である。

数学教員の教科知識及び教授法
に関する知識が不十分である
（CNU 2015年の調査による。）

初等で習う基礎的な四則演算の復
習を7年生の教科書及び生徒用学習
帳に含める。重要な既習事項は、
必要に応じて復習する。

原則として、各授業で45分間の授
業時間のうち、15-25分の自力解決
の時間を設ける。

学習テーマに集中できるよう、平
易な数字を用いる。

教科書と生徒学習帳に十分な数の
練習問題を用意する。

問題の解答は、途中の過程を省か
ずに丁寧に書く。教師教育では、
教員の教科知識及び教授法に関す
る知識を強化する。

能動的な学習の保障。
生徒が教室の主役。

基礎基本の重視。
みんなにわかりやすい内容。

基礎的な四則演算の定着。
重要な内容は繰り返し学ぶ。

学習の定着を促すための家庭
学習の推進。

教員から生徒への正しい情報
の提供。



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

50 

 

 

項目 主な記載内容 

した写真。イラストの使用 

・ユニバーサルデザイン 

イラスト・写真 ・イラストの依頼方法、イラストレーターによる作成と C/P（執筆者）への返却

方法 

・写真の依頼方法、写真家による撮影と C/P（執筆者）への返却方法 

入稿とデータ形式 ・DTP オペレーターへのデータ提出、DTP 作業、データ管理方法 

・入稿時のデータ形式 

・承認済みデータの取り扱い（承認後の修正の基準） 

出入稿スケジュール ・入稿スケジュール（入稿、初校出稿・戻し、再校出稿・戻し、三校出稿・戻し） 

印刷用データ入稿 ・色データ形式（CMYK) 

・単頁ごとの PDF データとする 

・最終 PDF データの出力紙の添付（印刷会社での色合わせ） 

データの保管方法 ・サーバー上のフォルダ 

進捗モニタリング ・毎週の進捗モニタリング方法、記入担当者 

著作権 ・著作権の意味、教科書との関係 

・教科書を利用する際の留意点 

・プロジェクト作成物の著作権 

・著作権に留意する対象 

出典：CREATE (2019)  

 

表 22. CREATE の教員用指導書開発ガイドライン（抜粋） 

項目 主な記載内容 

基本デザイン ・頁サイズ、フォント、フォントサイズ、トラッキング、教科書頁の縮小比率、 

目次及び内容 ・目次と内容 

本文の基本フォーマ

ットと内容 

・本文内に記載すべき内容（単元全体の何限目の授業か、授業目標、教材・教具、

授業実践における留意点・授業手順等） 

特例 ・英語の教員用指導書のフォーマットに関する特例 

出典：CREATE (2019)  

 

2.2. 教科書執筆体制 

(1) C/P（執筆者）に求められる能力レベル、選定プロセス 

すべての案件において、先方政府が C/P（執筆者）を選定し、投入した。表 23 に、各案

件における算数・数学科教科書・指導書開発担当の C/P の職位及び人数と、選定方法を示

す。 

 

表 23. 算数・数学科教科書・指導書開発担当の C/P（執筆者） 

案件 
合計

人数 

専任/

兼任 
職位（人数） 選定方法 

JSP2 2 名*1 専任 NCTB 職員（2 名） 教育省が選定した。 

CREATE 7 名 専任 小学校教員（1 名）、中学校教員 教育省が選定した。 
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案件 
合計

人数 

専任/

兼任 
職位（人数） 選定方法 

（1 名） 

教員養成校（Education Colledge：

EC）教員（4 名） 

教育省教育調査・計画・訓練局職

員（1 名） 

ESMATE 延 べ

30 名 

専任 

（期限

付きを

含む） 

教育省職員 

期限付き契約コンサルタント

（国立エルサルバドル大学数学

科の卒業生を教育省が傭上） 

教育省が選定した。案件形成時

に、先行案件の教訓を活かし、

先方政府と能力の高い執筆者

を選定する必要性を合意した。 

PROMETAM3 11 名 専任 教育省職員（8 名） 教育省及び国立教育大学が選

定した。 兼任 UPNFM 教員（3 名） 

同大学の教育実習生 

iTEAM 11 名 専任 RIES 職員（6 名） 

2020 年 3 月現在、さらに 1 名の

RIES 職員を専任メンバーとして

追加手続き中である。 

教育省が選定した。 

兼任 教育省教員教育局職員（1 名） 

同省教育行政開発機関職員（1

名） 

教員養成校教員（1 名） 

小学校教員（1 名） 

（同省就学前教育局職員（1 名））

*2 

QUIS-ME 7 名 専任 元 JICA「メディアを活用した遠

隔教育普及・組織強化プロジェ

クト」モデル教員（2 名） 

元初等学校教員（3 名）*3 

元中等学校教員（2 名）*3 

プロジェクト開始時の C/P は

教育省が選定した。C/P（執筆

者）を増員する際、面接・筆記

試験を行い、新規に参加する

C/P（執筆者）の質を担保した。 

PAJEC 8 名 専任 教育省カリキュラム開発センタ

ー職員（8 名） 

教育省が選定した。 

GUATEMÁTICA 

CB 

13 名 専任 教育省教育の質局職員（2 名：当

初専任は 1 名であったが、1 名追

加された。） 

当初専任 C/P が 1 名であるう

え、教科知識と教科書執筆能力

の双方を備えた C/P が限られ

ていたことから、教育省の予算

措置後、同省所属とすることを

合意のうえ、プロジェクト予算

により大学で数学指導法講座

を担当する若手コンサルタン

ト 1 名を雇用した。同人は 1 年

後、教育省所属の専属 C/P とな

った。 

兼任 教育省教育の質局職員（2 名） 

同カリキュラム局職員（1 名） 

同二言語多文化局職員（2 名） 

国立サンカルロス大学中等教育

教員養成課程教員（6 名） 
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案件 
合計

人数 

専任/

兼任 
職位（人数） 選定方法 

NICAMATE 15 名 専任 教育省技官（3 名） プロジェクト開始時にすでに

教育省とニカラグア国立自治

大学に所属する C/P（執筆者）

が配置されていたが、質・量と

もに十分ではなかったため、プ

ロジェクトで面接・筆記試験を

行い、追加的な執筆者を選定

し、雇用した。ニカラグア側に

より予算が措置されなかった

ため、JICA 予算で雇用したが、

C/P として位置づけることを

日本側・ニカラグア関係者で合

意した。 

兼任 教育省技官（2 名） 

ニカラグア国立自治大学教員

（10 名） 

PAAME 11 名 専任 教育省初等教育局（2 名） 教育省が選定した。 

兼任 教育省職員（3 名） 

初等教員養成校及び現職教員研

修校（2 名） 

州視学官事務所（2 名） 

県視学官事務所（2 名） 

注*1： プロジェクトで支援した教科書修正を実施した C/P。なお、C/P で はないが、2012 年の教科書改訂 

に携わったのは以下の人員であった。教育省初等教育局元局長（1 名）、ダッカ大 学教育研究所・数学科

教員（3 名。2 名の元教員を含 む）、バングラデッシュオープン大学教員（1 名）、チッタゴ ン教育委員

会元委員（1 名）、初等教員 訓練校インストラクター（2 名）。 

注*2：プロジェクト開始当初は就学前・初等教育局に所属していたが、2018 年の省内再編成により就学前

教育局に異動した。その後、2019 年に地方の郡教育局への配属となり、プロジェクトの活動には関わらな

くなった。 

注*3：PNG の教育制度は、基礎学校（就学前、1 年生、2 年生）、初等学校（3 年生～8 年生）、中等学校

（9 年生～12 年生）である。 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

C/P（執筆者）の能力・資質が教科書開発の効率性や教科書の質に大きく影響することか

ら、調査対象のすべての案件関係者が質の高い C/P（執筆者）の確保は必須であるとした。

表 24 に、対象案件の関係者が共通して言及した「算数・数学科教科書・指導書開発担当の

C/P（執筆者）に求められる資質・能力」を示す。 

 

表 24. 算数・数学科教科書・指導書開発担当の C/P（執筆者）に求められる資質・能力 

資質・能力 具体的内容 

科目知識 初等算数教科書の開発では、前期中等数学の内容まで理解している。 

中等数学教科書の開発では、後期中等数学の内容まで理解している。 

言語能力 教科書で使用する言語に精通している。 

カリキュラムに関す 開発教材の対象教育段階及びその前後のカリキュラムの内容を理解している。 
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資質・能力 具体的内容 

る知識 

現場経験 開発教材の対象教育段階における指導経験に基づき、生徒の能力や学習環境な

ど、教育現場の実情を理解している。 

積極性 積極的に学ぶ姿勢がある。 

協調性 C/P 間、日本人専門家と議論し、互いの意見を尊重しながら執筆できる。 

出典：聞き取りに基づき KRC 作成 

 

配置された執筆者の資質・能力に課題があっても、追加的な配置や交代がされなかった案

件もある。iTEAM では、能力が不足し、執筆に向かないと判断された C/P はモニタリング

や研修など執筆以外の役割を担った。それにより、積極的に活動するようになった C/P もい

た。PAJEC では、C/P（執筆のとりまとめ役）8 名が 2 年間で 12 学年分の教科書・指導書を

作成する必要があった。C/P の専門性が低いことに加えて執筆量が多く、全体の 3 分の 1 程

度の執筆を大学教員や教育省が選んだ初中等学校教員に発注した。PAJEC 関係者によると、

執筆者が多く、原稿の構成・体裁を統一するのに時間がかかっただけでなく、教科書全体の

質を担保することが困難であった。 

なお、iTEAM の執筆チームのリーダーは、プロジェクト開始前に JICA 長期研修制度で日

本（国立大学法人鳴門教育大学）に 1 年間留学し、日本の教育・教科書について学んだた

め、プロジェクト開始前に日本の教科書の構成や内容についての十分な理解と知識があっ

た。同人物がリーダーとして周りを巻き込んで活動することで、プロジェクトが円滑に進ん

でいるようである。 

 

(2) 日本人専門家（算数・数学教育関連）の資質・能力 

日本人専門家の投入量は案件により違いがあった。算数・数学教育関連の専門家の構成は、

コンサルタントあるいは長期専門家、大学教員、教科書会社関係者の 3 者あるいはその一部

であった。ESMATE には 5 名の長期専門家が派遣され、複数の専門家が多角的な視点で教

材を確認できた。GUATEMÁTICA CB や NICAMATE では、コンサルタント（数学教育専門

家）は単元指導計画策定と教科書・指導書原稿の執筆や修正を支援し、大学教員である専門

家が数学教育の観点から教科書全体を校閲した。PAJEC では、教科書執筆経験を有する数

学教育専門の大学教員である専門家が教科書・指導書の原稿の修正を支援した。CREATE、

QUIS-ME、iTEAM の 3 案件には、日本の教科書会社も共同企業体の構成員または補強団員

として専門家を派遣した。プロジェクト関係者が言及した、指導科目が算数・数学教育であ

るコンサルタントあるいは直営案件専門家、大学教員、教科書会社関係者に求められる資

質・能力と主な役割を表 25 に示す。 

 

表 25. 日本人専門家（算数・数学教育関連）に求められる資質・能力と主な役割 

 
求められる資質・能力 主な役割 

大学・大学院等に所属

する有識者専門家（大

・日本国内外のカリキュラムや教科書

に関する知識 

・カリキュラムの系統性や子どもの認

知の発達等に関する専門的知見に基
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 求められる資質・能力 主な役割 

学教員） づく助言 

開発コンサルタント

会社に所属する教科

専門家・直営案件の専

門家（教科担当） 

・開発途上国での教材開発支援の経験 

・日本国内での教育現場の経験 

・教科や指導法に関する知識 

・C/P 等プロジェクト関係者と協力し

て活動を実施するためのコミュニケ

ーション能力 

・現地での教材開発支援 

教科書会社に所属す

る専門家 

・日本での教科書開発経験 

・教科書や指導書の編集・校正に係る

経験 

・編集・印刷技術における専門的知見 

・現地・国内での教科書開発支援（内

容、配列や構成に係る助言） 

・編集・校正（DTP 作業）・印刷に係

る助言・技術支援 

出典：聞き取りに基づき KRC 作成 

 

教科書会社から派遣された専門家と協働したコンサルタントは、学習内容の系統性や生

徒の発達段階への配慮、教科書の紙面構成への専門的な見地からの助言など、教科書会社の

強みに言及した。また、「編集」や「印刷」への助言・技術支援にも教科書会社の経験が活

かされた。日本の教科書で配慮されているようなユニバーサルデザインの観点からの色覚

障害を持つ生徒への対応への助言なども得られた。 

他方、一部の教科書会社関係者からは、社員や関係者を継続的に案件に参加させることは

人員・体制確保の面から難しいと指摘があった41。ある会社では通常業務が多忙であり、教

科書開発に精通した要員を国際協力業務に専念させる体制を整えることは容易ではなく、

社内外で従事可能な人材が見つかった場合のみ、案件への専門家派遣が検討されるそうで

ある。聞き取り対象の教科書会社 3 社が専門家を派遣した案件と指導科目を表 26 に示す。 

 

表 26. 教科書会社による専門家派遣案件 

案件 教科書会社 教科書会社から派遣された専門家の担当分野 

CREATE 教育出版 教科書編集 A、教科書編集 B1、教科書編集 B2 

教科書編集 B3、印刷技術 1、印刷技術 2 

iTEAM 東京書籍 教科書開発 1（算数編集）、教科書開発 2（編集技術） 

教科書開発 3（算数教科書）、教科書開発 4（印刷技術） 

QUIS-ME 学校図書 教科書開発（算数）、教科書開発（理科） 

注：このほか、PAJEC の理科専門家は教科書会社の元社員であった。 

出典：各案件報告書に基づき KRC 作成 

 

(3) 日本人専門家と C/P（執筆者）の役割分担 

日本人専門家と C/P（執筆者）の役割分担は案件により異なる。PAJEC では、プロジェク

ト開始前から理数科以外を含む教科書開発が C/P 機関の主導で進められていたこともあり、

開発プロセスすべての段階で C/P 機関がリーダーシップをとった。C/P が教科書編集方針を

 
41 本調査の教科書会社へのインタビューによる。 
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策定、年間指導計画と単元指導計画を作成し、執筆プロセスの進捗を管理した。日本人専門

家の主な役割は、C/P と外部委託者の原稿を可能な限り確認し、修正することであった。

ESMATE、PROMETAM3、NICAMATE においては、数学の能力が高い C/P が中心となり教

科書・指導書を執筆した。CREATE でも、日本人専門家の技術的支援を受けながら、C/P が

教科書・指導書を執筆した。GUATEMÁTICA CB では、当初、主に ESMATE で先行開発さ

れた教科書を参考にして C/P が教科書紙面のドラフトを作成したものの、単元によっては

第 11 稿にまで至るなど、膨大な修正作業が発生した。しかし、プロジェクト終盤になり、

プロジェクト専属 C/P 2 名が教科書改訂作業の中心を担うまでになった。 

プロジェクト開始当初（初学年執筆の段階）の教科書ドラフト作成段階は、C/P（執筆者）

の能力や入稿までの時間等のさまざまな制約から、日本人専門家が執筆を主導し、プロジェ

クトを通して徐々に C/P 主導に切り替えた案件もあった。iTEAM では、1 年目は教科書試

行の開始までに 6 カ月程度しかなかったため、主に日本人が教科書・指導書のドラフトを作

成したが、2 年目以降は徐々に C/P が執筆する割合が増えている。 

教科書と指導書で、両者の役割分担が異なる案件もあった。QUIS-ME では教科書執筆経

験を有する C/P（執筆者）がいなかったため、プロジェクトに参加した教科書会社の同意を

得て、同社が出版した日本の教科書（英語版）のデータを活用した。C/P が PNG の文脈に

合わせて同データを修正し、教科書を開発した。指導書は、C/P がドラフトを作成し、日本

人専門家の助言に基づき最終化した。 

JSP2 では、日本人専門家主導で修正版教科書42のドラフト（英語）を作成し、NCTB と内

容を確認した。しかし、編集作業から印刷、配布までの工程は、NCTB が全面的に責任を持

つプロジェクト設計であったため、プロジェクトは最終的な紙面の制作に関与できなかっ

た。PAAME の「算数ドリル（計算ドリル）」は、日本人専門家がドラフトを作成し、ワー

クショップで C/P の意見を反映のうえ、最終化された。 

 

(4) 教科書開発体制 

各案件の報告書に基づき、実際に教科書・指導書開発が行われた期間と、報告書または活

動計画表（Plan of Operation：PO）に記載された日本人算数・数学教育関連専門家（ポジシ

ョン名に「算数」または「数学」がある要員）の投入、日本人以外の執筆者（C/P、プロジ

ェクトで雇用した傭人）の投入を表 27 に示す。また、参考情報として、日本人専門家の投

入量を、算数・数学教育関連専門家の人月、全専門家の合計人月、並びに、対象とする算数・

数学科 1 学年当たりの全専門家の人月43で示す。ただし、算数・数学教育関連専門家の人月

の比較分析には、同専門家が他の指導科目を兼務している場合があること、合計並びに算

数・数学科 1 学年当たりの人月の比較分析には、既存の教科書の有無や、プロジェクトにお

ける他教科の教科書開発の有無、C/P（執筆者）の質・量、試行の量、校閲・編集に要した

時間、最終的に提出する形式等の条件が、案件により大きく異なっていたことに留意が必要

である。 

 

 
42 先方教育省の意向により、「改訂」ではなく「修正」とされた。 
43 全専門家の合計人月÷対象教科数÷対象学年数 
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表 27. 各案件の技術成果品と人的投入（算数・数学教育分野） 

案件名 
対象

学年 

技術成果品*1 人的投入 実施

期間 教 指 問 人数 日本人専門家（人月） 

JSP2（業務実施

案件） 

1～5 〇

*2 

〇

*2 

× C/P（執筆者）：2 名（専

任） 

算数教育関連：37.04 人

月 

全体：169.72 人月 

算数 1 学年当たり：

16.97 人月 

約 84

カ 月

*4 日本人専門家： 

算数教育（3 名）カリキ

ュラム開発（算数教育）

1 名*3 

CREATE（業務

実施案件） 

1～5 〇 〇 × C/P（執筆者）：7 名（専

任） 

算数教育関連*5：59.38

人月 

全体：644.70 人月 

算数 1 学年当たり：12.89

人月 

83 カ

月（予

定） 日本人専門家： 

算数教育（3 名） 

ESMATE（直営

案件） 

1～11 〇 〇 〇 C/P（執筆者）：延べ 30

名（専任・期限付き雇用） 

算数・数学教育関連：151

人月 

全体：同上 

算数/数学 1学年当たり：

13.73 人月 

44 カ

月 

日本人長期専門家： 

数学教育（4 名） 

算数教育（1 名） 

PROMETAM3

（直営案件） 

7～11 〇 〇 × C/P（執筆者）:8 名（専

任）、3 名（兼任） 

数学教育関連：42 人月 

全体：同上 

数学 1 学年当たり：8.4

人月 

35 カ

月 

日本人専門家： 

数学教育（2 名） 

iTEAM（業務実

施案件） 

1～5 〇 〇 × C/P（執筆者）：6 名（専

任）、5 名（兼任） 

算数教育関連：33.63 人

月（第 1 期のみ）*6 

全体：68.91 人月 

算数 1 学年当たり：13.78

人月 

75 カ

月 

（ 予

定） 

（内、

第 1

期 39

カ月） 

日本人専門家： 

算数教育 2 名 

教科書開発（算数編集）

1 名 

教科書開発（算数教科

書）1 名 

QUIS-ME（業務

実施案件） 

3～6 〇 〇 × C/P（執筆者）：7 名（専

任） 

算数教育関連：30.73 人

月 

全体：134.71 人月 

算数 1 学年当たり：16.84

人月 

44 カ

月 

日本人専門家： 

算数教材作成支援 1 名 

算数教材作成支援補助

2 名 

教科書開発（算数）1 名 

PAJEC（業務実

施案件） 

1～12  〇

*7 

〇 × C/P（執筆者）：8 名（専

任） 

外部委託執筆者（算数）：

67 名（兼任） 

算数・数学教育関連：

19.15 人月 

全体：34.58 人月 

算数/数学 1学年当たり：

1.44 人月 

24 カ

月 

日本人専門家： 
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案件名 
対象

学年 

技術成果品*1 人的投入 実施

期間 教 指 問 人数 日本人専門家（人月） 

総括/理数科教育 1 名 

算数・数学教育 1 名 

GUATEMÁTICA 

CB（業務実施案

件） 

7～9 〇 〇 × C/P（執筆者）：2 名（専

任）、11 名（兼任） 

数学教育：42.8 人月 

全体：同上 

数学 1 学年当たり：14.27

人月 

30 カ

月 

日本人専門家： 

算数教育（6 名） 

NICAMATE（業

務実施案件） 

7～11  〇 〇 〇 C/P（執筆者）：3 名（専

任）、12 名（兼任） 

数学教育：49.84 人月 

全体：同上 

数学 1 学年当たり：9.97

人月 

33 カ

月 

日本人専門家： 

数学教育（5 名） 

PAAME（直営案

件） 

1～4 × × 〇 C/P（レビュー）：2 名（専

任、9 名（兼任） 

算数教育関連：65 人月 

全体：177.5 人月 

算数 1 学年当たり：44.38

人月 

48 ヵ

月 

日本人専門家： 

算数教育/業務調整、算

数教育、算数教材開発 

注*1：教：教科書、指：指導書、問：生徒用問題集 

注*2：新たに教科書を開発するのではなく、日本人主導で改訂教科書・指導書の修正案を作成し、NCTB と

内容を確認した。 

注*3：主に算数教育 3 及びカリキュラム開発（算数教育）の 2 名が算数の教科書開発業務を支援した。両名

の人月は合計 12.98MM。 

注*4：プロジェクト全体期間は 86 カ月だが、業務完了報告書「業務フロー」によると、教科書修正期間は

おおよそ 24 カ月と算定される。 

注*5：CREATE「業務従事者の従事計画／実績表」第 1 年次~第 4 年次「予定」人月を積算した。 

注*6：JICA, 株式会社パデコ, 東京書籍株式会社（2019）より、日本人専門家（算数教育）（教科書開発（算

数編集）・（算数教科書））の「予定」人月を積算した。 

注*7：プロジェクト開始時には、C/P 機関により教科書の開発が既に開始されていた。 

出典：各案件報告書に基づき KRC 作成 

 

案件実施者からの聞き取り調査に基づき、案件実施者が考える教科書開発案件の望まし

い執筆体制を以下に示す。 

 

【教科書執筆開始前】 

・ 教科書開発を支援するのであれば、カリキュラムの段階から介入することが望ましい。

(PAJEC) 

・ 教材の仕様は印刷までを見越して確定する必要がある。(ESMATE) 

 

【C/P（執筆者）】 

・ C/P として執筆に適した人材を確保するためには、相手国が C/P 候補者に対して試験を

実施し、その結果に基づき任命可否を判断することが望ましい。日本側は、案件形成段

階で C/P 候補者の能力を把握すべきであり、その時点で期待する能力を有する C/P が

十分に確保されない可能性がある場合は、プロジェクト期間の延長や日本側の投入を
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増加するなど、詳細計画策定調査における対応が不可欠である。(PROMETAM3) 

・ 試験で先方執筆者を選抜できない場合は、試用期間を設ける等の厳格な措置を取るこ

とも考えられる。(ESMATE) 

・ 基礎的な教科知識がない C/P に執筆させると業務効率が極めて悪いため、基礎的な教

科知識がある C/P に教材を執筆させるのがよい。また、若い C/P の方が比較的柔軟性

が高く、業務がスムーズに運ぶことが多かった。(NICAMATE) 

 

【日本人専門家の資質・能力】 

・ 多角的な視点で教材の確認をするため、複数の専門家による実施体制とすることが重

要である。(ESMATE) 

・ 1 学年分の教科書を 1 年間かけて作成する場合、C/P の執筆原稿を確認する教科専門家

（年間 7 人月程度）と編集プロセスの知見を有する専門家を各教科 1 名配置すること

が望ましい。(PAJEC) 

・ 教科書会社には、学習指導要領から各学年の単元の配列や学習内容を検討する知見が

蓄積されている。カリキュラム改訂支援において、教科書会社に所属する専門家の知見

が大いに活用できるであろう。(PAJEC) 

・ 実際の授業の流れ等を想像しながら教科書・指導書の執筆を進めることができるため、

現場経験が豊富な人材が専門家として望ましい。加えて、教育や教科に関する知識、学

校教員としての経験、交渉能力、コミュニケーション能力が重要である。(JSP2) 

 

【執筆体制】 

・ 通期で試行、教科書の改訂、次学年の教科書を同時に進めるには、専任 C/P 6 名でも人

手が足りない。(iTEAM) 

・ C/P は執筆担当と DTP 担当を分ける方がよい。(iTEAM) 

・ 作成対象レベルの数学と数式作成ソフトの知識がある DTP オペレーターの確保が望ま

しい。(GUATEMÁTICA CB) 

・ C/P に基礎的な教科知識が不足している場合など、当初計画の遂行が困難と予見される

ときは、日本人専門家の追加投入や必要条件を満たす C/P の追加配置などの対応策に

ついて、JICA を含めた関係者間で柔軟に検討できることが重要である。(NICAMATE) 

・ 教科書とその他の教材（指導書や問題集）を同時並行で開発する計画は、教科書を修正

するたびに他の教材を修正することとなり効率が悪い。教科書の開発に十分な時間を

とり、その後に他の教材の開発を行う方が効率的である。(NICAMATE) 

・ 証拠に基づいた議論をするために、十分な試行に必要な開発期間を案件形成時点で確

保しておく必要がある。(ESMATE) 

・ 1 学年に 1 年間の教科書作成期間があるとよい。(PAJEC) 

・ 1 学年 1 年程度の開発期間があれば、より多くの単元で試行を実施でき、より適切な教

科書を作成することができた。(GUATEMÁTICA CB) 

・ 毎年 1 学年ずつ教科書を執筆するのが理想であるが、時間的余裕がない場合は、1 年目

は 1 学年、2 年目と 3 年目は 2 学年ずつ教科書を執筆するなど、中心的な教材である教
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科書の開発時期をできるだけ分散させ、どの学年も数学的素養のある C/P が執筆でき

るようにするのが望ましい。(NICAMATE) 

・ カリキュラムのレビューや修正が必要な場合が多い初年度は、専門家を多めに投入す

る必要がある。(iTEAM) 

・ カリキュラムや教科書は、各国の現状やニーズに基づき独自に作成する必要があり、他

国の参考資料があっても開発期間をあまり短縮できなかった。(NCIAMATE） 

・ 日本の教科書会社（学校図書）の英語版教科書を活用できたことで、教科書開発が効率

的になり、限られたプロジェクト期間で質も担保された。(QUIS-ME） 

 

3． 教科書執筆段階 

3.1. 教科書開発プロセス 

対象 9 案件において、教科書開発はおおむね図 17 のプロセスで実施された。 

 

注：試行の方法・頻度はプロジェクトにより異なる。 

図 17. 教科書開発プロセス 

 

(1) 教科書執筆 

QUIS-ME 以外の案件では、日本人専門家があらかじめ C/P（執筆者）に担当章（単元）を

振り分け、C/P の執筆原稿を確認し、助言・提言を行い、ドラフト最終化を支援した。CREATE

では、C/P が教科別カリキュラムを作成し、同カリキュラムに則り、国内外のさまざまな教

材をレビューし、単元ごとの具体的な学習内容案を作成した。教科別カリキュラムと学習内

容案に基づき、日本人専門家からの技術的支援を受けながら、C/P が教科書を執筆した。執

筆に当たり、日本人専門家が C/P に単元を割り振り、各担当 C/P に単元の概要と流れを説

明した。担当者はドラフトを作成し、日本人専門家の助言を踏まえて最終化した。

NICAMATE でも、C/P が日本人専門家の助言を得ながら単元指導計画を作成し、各時限の

主な学習内容と評価問題を決定した。その後、日本人専門家が執筆者の能力を考慮して単元

を割り振り、執筆者が教科書のドラフトを作成した。能力の低い C/P は原稿を何度も修正す

る必要があり、1 頁の完成に時間がかかるため執筆した頁数は少なく、逆に能力の高い C/P

は原稿の修正も少ないため、多くの教科書紙面を執筆した。指導書のドラフト執筆もすべて

C/P が行ったが、指導上の留意点は比較的能力の高い C/P にのみ執筆を割り当てるなど、能

力に応じて執筆担当箇所を変えた。ESMATE でも、執筆者の能力向上をねらい、C/P が教科

書原稿をドラフトし、日本人専門家が助言するプロセスをとった。しかし、執筆者により、

(1) 教科書執筆

• C/Pドラフト作成

• 日本人専門家の支

援

(2) 試行

• C/P・日本人専門

家による授業観察

• 教員・生徒からの

フィードバック

(3) 教科書編集

（DTP作業）

• InDesignによる編

集

• 印刷原稿の確認

(4) 教科書承認

• 教育省各委員会に

よる承認
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原稿の提出期限に対する意識や質と速さに差があったことから、能力に応じた執筆分担が

必要になった。iTEAM では、第 1 学年は日本人が教科書のドラフトを作成し、C/P（執筆者）

が確認するという流れで教科書開発が行われたが、第 2 学年は日本人専門家が単元配列、紙

面案、執筆担当を提示し、C/P が日本人とともに検討を加えながら内容を作成した。第 3 学

年からは C/P がすべてのドラフトの作成に関わっており、徐々に教科書・指導書は C/P（執

筆者）主導で開発されている。GUATEMÁTICA CB では、日本人専門家が中心となり単元

指導計画の作成を行い、C/P（執筆者）の能力に応じて教科書の執筆担当個所を割り当て、

日本人専門家と執筆者が、同人が作成した原稿についての議論と修正を繰り返しながら最

終化した。しかし、参考とした ESMATE と PROMETAM3 の教科書に含まれない内容は執

筆者による執筆が困難であり、「民族数学（マヤ数学）」については C/P 執筆者チームのコ

ーディネーター、それ以外は日本人専門家とプロジェクト現地傭人が中心となり執筆した。

JSP2 では、NCTB と協議のうえ、日本人専門家が主体となりドラフト（英語）を作成し、ベ

ンガル語に翻訳後、同局と内容を協議して最終化した。QUIS-ME では、C/P（執筆者）が日

本の教科書（英語版）をどのように PNG の文脈に合わせるかを検討のうえ、修正し、PNG

版教科書を作成した。 

 

(2) 試行 

すべての案件で、執筆段階原稿の小規模な試行や完成に近い原稿の一定期間を通した試

行が行われた。生徒の実態に合った難易度にするため、試行に基づき問題の数字などが修

正されたり、1 時間の授業で取り扱う学習内容の量が見直されたり、教員がより指導しや

すい解法が採用されたりするなど、教科書・指導書の質の向上が図られた。試行のための

協力校（以下「パイロット校」）は、日本側と相手国側が設定した基準に則り選定され

た。例えば、地域属性を考慮する（都市部のみに偏らない）、校長の学校運営能力が高

い、校長及び教員がプロジェクトに協力的である、学校までのアクセスが良い等が基準と

して用いられた。 

教科書の開発期間や人的投入量などの違いにより、試行した紙面の割合や試行期間、実施

形態はさまざまであった。CREATE と GUATEMÁTICA CB は、特定の授業の紙面の原稿ド

ラフトをパイロット校で試行した。PAJEC や JSP2 も教育省近隣校で数回試行したものの、

多くの執筆者が学校現場に行く時間を確保することが難しく、定期的に試行はできなかっ

た。QUIS-ME と iTEAM は、パイロット校において 1 年間を通して試行を実施した。QUIS-

ME は、プロジェクト開始当初は、原稿ドラフトが完成した章から 1 章ずつ順次パイロット

校に手交し、C/P による授業観察結果とパイロット教員からのフィードバックを踏まえて原

稿を修正した。ESMATE と NICAMATE は、ドラフト執筆と並行してパイロット校において

複数の単元を試行し、ドラフト完成後は 1 年間を通して試行を実施し、教科書を最終化し

た。 PROMETAM3 では、大統領選挙などの影響ですべての単元は扱われなかったが、7～

9 年生は約 15 カ月間、10、11 年生は約 9 カ月間にわたり、パイロット校の教員が試行に協

力した。 

QUIS-ME によると、当初、教科書の問題ではなく、試行を実施する教員の能力不足や準

備不足により授業がうまくいかない場面があった。そのため、同案件は、第 5、6 学年のす
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べての単元の試行前にパイロット校教員に対して「マイクロティーチング検証ワークショ

ップ」を行った。同ワークショップの実施により、教員が教科書の内容を事前に理解し、自

信を持って試行授業を実施したことで効果的な試行となった。他方、ESMATE や

NICAMATE では、学校の教員だけでなく、当該授業の紙面をデザインした執筆者自らも試

行授業を実施した。執筆者本人が試行を実施することで、授業目標の達成度が低い場合の原

因が授業者ではなく教科書の内容にあることを実感し、さらに教科書が修正、改善された。 

 

囲み 3 試行 

【QUIS-MEの事例】 

QUIS-ME では、教科書のコピーを単元ごとにパイロット校に配布し、1 年間を通して試行を行った。

2017 年（3、4 年生対象）には、すべてのパイロット校において、校内で選抜されたパイロット教員の授

業を、プロジェクトの算数・理科ワーキンググループが 6 回（各回 7 日間程度）観察した。授業観察で

は、教科書・指導書自体の課題より、三角定規やコンパスを適切に使用できない、図表やグラフの読み

取りができないなど教員の力量不足や、指導書を十分に読んでいないなどの準備不足により、想定され

た通りに教科書が活用されていない授業が散見された。そのため、2018 年（5、6 年生対象）は、試行の

実施前にパイロット教員を対象にした「マイクロティーチング検証ワークショップ」を実施した。同ワ

ークショップでは、教科書・指導書のドラフトをあらかじめ配布のうえパイロット教員に担当授業を割

り振り、ワークショップ当日、教員役以外のパイロット教員が生徒役となり、模擬授業を実施した。同

ワークショップは、パイロット教員が正しい教科知識を身につけ、新教科書を使用した指導方法を学ぶ

ための研修の役割を果たすとともに、教材の誤植の発見や指導のための技術（Teachers Note）の加筆も

しくは修正・板書計画の改善の必要についての気づきなど、教科書・指導書の質の向上に寄与した。 

QUIS-ME は、パイロット校における授業観察から多くの検証情報を得ることはできるが、非常に時間

がかかり、すべての授業を観察することは不可能であるため、事業完了報告書で 2018 年の試行方法が有

効であったとしている。マイクロティーチングでは、短時間で紙面の適否を確認できるため、すべての

授業をカバーすることができる。さらにパイロット教員が新教科書を事前に学習することにも繋がっ

た。生徒の反応などは、後日パイロット教員から情報収集したとのことである。 

 

【NICAMATEの事例】 

NICAMATE は、幾つかの単元の教科書コピーを教育省近隣の協力校 2 校の生徒に配布して試行を行

った。教科書の執筆者である C/P 及び日本人専門家が週に 2～3 回程度パイロット校を訪問し、C/P によ

る模範授業の実施のほか、パイロット校教員が実践した授業の観察や同教員への支援を行った。試行授

業を通じて、既習事項が定着していない生徒が予想以上に多く、教科書の難易度を修正する必要を確認

した。例えば 8 年生の授業で、3𝑥 + 2𝑦 = 80と2𝑥 − 2𝑦 = 20の連立方程式を主問題とする授業では、変

数𝑦を消去するために両者を足すと 5𝑥 = 100となるが、𝑥を求めるための 100÷5 という割り算でつま

ずく生徒が複数いた。本時のテーマではない割り算でつまずく生徒を極力減らすため、問題を2𝑥 + 𝑦 =

20と𝑥 − 𝑦 = 4 の連立方程式に変更し、𝑥を求めるために必要な割り算が 24÷3 になるようにして難易度

を下げた。このように、執筆者や日本人専門家が想像しないところで生徒がつまずく場合があった。復

習に充てる時間を更に増やすことも提案されたが、復習が増えればカリキュラムを消化できなくなる可

能性が高まることになる。C/P と日本人専門家で協議を重ね、50%以上の生徒が各授業の評価問題を解

けることを目安に教科書の難易度を調整し、学習者の実態に合わせる工夫がされた。また、試行を通じ

て教材の効果的な使い方についても課題を確認した。例えば、教員が生徒の参加を促すために、初めて

扱う学習内容の主問題も生徒に教室の白板で解答させ、練習問題に充てる時間が短くなる場面があっ
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た。この試行での経験を活かし、原則として主問題の解き方は教員が説明し、生徒に白板で解答させる

機会は練習問題の演習場面で設けるよう教材の導入研修で指導した。 

試行の副次的な効果として、C/P が授業を実践したことで、生徒に対する理解が深まった。多くの場

合、生徒の学力が想定した以上に低いことに気づき、その結果、削除をためらっていた難しい学習内容

を自発的に削除したり、1 時限に扱う学習内容を減らしたりするなど、生徒の学力をイメージして教材

を執筆するようになった。すなわち、執筆者の C/P が授業を試行することにより、評価問題として設定

した練習問題の正答率が低い場合の原因を、授業者ではなく教科書の内容に求めるようになった。また、

導入研修やモニタリングの際、教科書の使用法や教科書導入による生徒の変化を、自らの授業実践の経

験に基づき、自分の言葉で説明できるようになるという効果もあった。 

 

(3) 教科書編集（DTP 作業） 

すべての対象案件で、作成された教科書ドラフトは、DTP 作業により印刷用データに編

集された。使用された DTP ソフトは、日本でも教科書作成に一般的に使用されている

InDesign であった。DTP 作業では、アプリケーションソフトの扱いだけではなく、印刷の質

を担保するため、印刷用データに出力する際に、色の設定やレイアウトに係るデータの細か

な確認が必要となる。多くの案件で DTP 作業は教育省が配置した職員とプロジェクトの現

地傭人が実施したが、当該国に必ずしも DTP に精通した人材がいるわけではなかった。 

CREATE では、教育省内に InDesign を扱える人材はおらず、当初教育省から配置された

オペレーターはワードプロセッサー技術しか有していなかった。また、iTEAM では C/P に

DTP ができる人材はおらず、プロジェクト開始当初（第 1・2 学年の教科書開発）は、大部

分の DTP 作業を日本で行った。教科書開発会社から編集専門家が派遣された案件（CREATE、

iTEAM、QUIS-ME）では、専門家が対象国の DTP オペレーターに技術を移転し、DTP 人材

を育成した。iTEAM の C/P（執筆者）は、作成済みデータの修正はできるようになったもの

の、新規に教科書・指導書を編集することは依然として難しいとのことであった。 

GUATEMÁTICA CB では、当初、DTP ソフトウェアに精通した 2 名の DTP オペレーター

を日本側予算で傭上して編集作業を進めたものの、数学知識の不足により編集段階で数式

等に新たに間違いが生じることになった。数学の知識を持つ DTP オペレーターが見つから

ず、執筆支援のための傭人が急遽 DTP の基礎を学び、DTP 作業に加わった。NICAMATE で

は、2 名を教育省予算、1 名（秘書兼務）を日本側予算で傭上し、計 3 名の DTP オペレータ

ーが編集作業を進めた。DTP オペレーターに数学の知識が不足している場合は、執筆者が

DTP オペレーターの横に座り、パソコンの画面を一緒に見ながら印刷用データを修正した。 

他方、PAJEC と JSP2 は C/P 機関主導で DTP 作業を行った。JSP2 では、修正版教科書の

原稿作成、イラスト作成及びレイアウトの編集支援をプロジェクトが担い、最終的な編集は

C/P 機関が担当した。 

 

(4) 教科書承認 

作成された教科書は、各国の既存のプロセスに則り承認された。iTEAM では、C/P 機関で

ある RIES、教育省計画局等、同省関係局職員に国立大学教員などの外部有識者を加えたメ

ンバーで構成される「カリキュラム及び教材承認委員会」による 3 日間程度のワークショッ
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プにおいて、C/P が必要に応じて内容を説明し、同委員会により教科書・指導書が承認され

ている。PAJEC では、カリキュラム委員会が内容を確認後、教育大臣が承認した。 

複数の委員会が承認プロセスにかかわる国もある。ミャンマーにおける教科書・指導書の

承認プロセスは44、まず、大学教員等の外部有識者で構成される教科別カリキュラム委員会

により教科ごとに教科内容がレビューされ、教育省ミャンマー民族言語局（1～3 年生）も

しくはヤンゴン大学ミャンマー語学部（4 年生）による言語校閲後、国家カリキュラム委員

会が全教科一斉に最終承認する。QUIS-ME では、教育省カリキュラム局幹部で構成される

カリキュラムパネルにてレビューされた原稿を、外部有識者で構成される教科アドバイザ

リー委員会が確認する。その後、教育省幹部で構成されるカリキュラム審議会が承認した。

プロジェクトの実施を通して C/P の教材に対するオーナーシップが高まり、特にカリキュ

ラムパネルでの確認では、すべてのページに亘り、英語の表記や挿入図などが細かく確認さ

れ、多くの時間が費やされることになった。 

グアテマラ教育省の省内手続きとしては、カリキュラム局によるカリキュラムとの整合

性の確認・内部報告書提出と、認定・認証局による言語校閲や体裁の確認・内部報告書提出

に基づき教育大臣が承認することになっている。ニカラグアでは正式な教科書承認プロセ

スが定められていなかった。NICAMATE では、プロジェクトがニカラグアにおける数学教

育の権威である数学協会と海外で数学教育の博士号を取得した大学教員に教科書の技術的

校閲を依頼し、コメントに基づき修正後、教育省カリキュラム担当局がカリキュラムとの整

合性や数学的・言語的な誤りがないかどうかを確認した。コメントには、間違いの指摘など

改善に役立つものもあったが、必要以上に詳しい内容を盛り込もうとするなど、同国の従来

型の教育に偏ったコメントも多く見られた。プロジェクトにより能力強化された C/P（執筆

者）の方が有識者とされる人々よりも数学教育の見識がある場合があるなど、同国内で教材

の適切な確認ができる第三者を探すことが難しいことが再確認された。 

 

3.2. 教科書印刷・配布 

(1) 教科書印刷・配布経費と開発パートナーとの連携 

教科書の印刷・配布経費は、原則、先方政府負担である。CREATE では、当初全教科の教

科書の印刷・配布が予定されていたが、先方政府の予算不足等の問題から、3 年生までは国

語、算数、理科、社会、英語、道徳の 6 科目の教科書だけが全国配布された。しかし、他教

科についても教科書配布を求める声は多く、4 年生以降は配布されることとなった。

GUATEMÁTICA CB では、当初は優先地域のみへ教科書を導入する計画であったが、グア

テマラ教育省が予算を確保し、全国の国立基礎教育学校（INEB）等国立中学校に対して生

徒用教科書を印刷・配布した。ただし、前例がないという理由で費目を立てることが難しく、

教育省が教員に対する教材配布の予算を措置できなかったことから、指導書は JICA 予算で

印刷・配布された。ESMATE が開発した教科書・指導書・練習帳は、学校で必要な文房具や

制服などの物品を供与するための「学校パッケージ」の一部として予算が計上された。同パ

ッケージは過去 8 年間にわたって継続されており、プロジェクト終了後も教科書・練習帳の

 
44 2016 年 9 月に正式決定された。 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

64 

 

 

印刷費を同予算で措置することが合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）（2019

年 5 月 9 日開催）で合意された。 

このほか、別スキームもしくは他の開発パートナーとの連携により印刷・配布予算が確保

された案件もある。QUIS-ME では、日本のノンプロジェクト無償資金協力（10.5 億円）に

より教科書の印刷・配布が実施された。また、プロジェクトの対象外ではあるが45、基礎学

校（小学 1、2 年生）への教科書配布は、GPE 資金が活用される予定である。PAJEC では、

印刷・配布費用をはじめ開発プロセスで生じるすべての費用は、EU やアイルランドの教育

省への援助資金から支払われた。NICAMATE は、プロジェクト期間中の国内情勢の急速な

悪化により予定していた EU 資金が活用できなくなり、台湾などの資金で教材を印刷・配布

した。PAAME は、日本側予算でパイロット校に開発した教材を配布した。セネガル教育省

関係者はプロジェクトで開発した教材の有効性を認めているものの、予算不足から 2020 年

3 月時点で同国予算による全国配布は実現していない。 

 

(2) 教科書配布のロジスティクス 

多くの案件の教科書印刷・配布は、教育省が入札プロセスを経て、受託者と契約した。ま

た、多くの案件で、日本側が教育省に対して入札に必要な情報（印刷・製本仕様等）や見積

もり参考価格の積算などを支援した。 

教科書は、印刷会社から直接学校に配布されるのではなく、郡教育事務所など教育省の地

方出先機関に納品され、同機関から学校に配布された。配布状況は地方事務所担当官がモニ

タリングするが、多くの案件でインパクト調査等を通して日本側も確認した。表 28 に、各

案件の教科書配布状況とモニタリング方法を示す。 

 

表 28. 各案件の教科書の配布状況  

案件名 配布状況 モニタリング方法 

JSP2 ・修正版教科書 1～3 年生用は 2015 年 1

月以降、4～5 年生用は 2016 年 1 月以降

全国の小学校へ毎年無償配布された。し

かし、指導書は 2017 年に配布された。印

刷及び配布は、先方政府が民間の印刷業

者に委託して実施したため、指導書の配

布が遅れた理由は不明である。 

・2017 年 5 月のインパクト評価にて、調

査対象の約 1,300 人の教員のうち 98.7%

が新教科書を、74.7%が新指導書を使用し

ていることが確認された。 

CREATE ・小学校 1 年生の教科書が導入された

2017 年度には、予定どおりに教科書・指

導書が届かない学校が多数あった。 

・2018 年度には、ほとんどの学校が新教

科書・指導書を新学年開始前に受領した。 

・情報省と教育省が印刷会社からディス

トリクト教育事務所への教科書納品状況

を印刷・製本の質とともにモニタリング

する。 

・教科書は、ディストリクト教育事務所

からタウンシップ教育事務所、タウンシ

ップ教育事務所から学校に配布され、デ

ィストリクト教育事務所担当者がモニタ

 
45 QUIS-ME は 3～6 年生の算数科・理科教科書・指導書を開発した。 
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案件名 配布状況 モニタリング方法 

リングする。 

ESMATE ・2019 年 1 月に、初等・前期中等・後期

中等のすべての学年の教科書・指導書・

練習帳の配布を開始し、同年 4 月末に完

了した。 

・2019 年 5 月までに、プロジェクトが基

礎・中等教育の教材使用状況のモニタリ

ングを実施した。ほぼ 100%の学校で使用

が確認された。 

・2019 年 9～10 月にフォローアップ調査

を実施し、教科書の活用状況について調

査した。 

PROMETAM3 ・JICA 予算で全国の数学教員に 7～11 年

生の教科書・指導書が配布された。 

・教育省予算で 10～11 年の教科書が全国

の生徒に配布された。 

・2020 年 3 月時点において、7～9 年の教

科書は生徒に配布されていない。 

・毎年（2019 年は 5 月と 8 月を想定）、

JICA ホンジュラス事務所が、担当者の派

遣や海外協力隊員の協力により、いくつ

かの学校で、プロジェクトで開発した教

材が教室で使用されているかを確認して

いる。 

iTEAM ・2018 年 9 月の新学期開始時にラオス政

府（教育省）予算で教科書・指導書が配

布された。プロジェクトが行った右記調

査では、教科書の充足率は約 76.9％であ

った。 

・1 年生教員用指導書は各校 1 冊ずつ配

布されていた（2 クラスあっても 1 冊の

みの配布）。 

 

・プロジェクトがビエンチャン特別市サ

ントン郡にてパイロットとして配布状況

調査（2018 年 9～11 月）を実施した。 

・2 年生以降のモニタリングでは、各郡の

指導主事にタブレットを支給して集計す

る方法を検討中である。 

・教育省独自のモニタリングは実施され

ていない。 

QUIS-ME ・現在、日本のノンプロ無償を活用して

教科書の配布が進行している。本調査で

訪問した 4 校（首都内 2 校、首都近郊州

2 校）には教科書は接到していた。 

・これら 4 校のうち指導書は未接到の学

校があった。 

・教育省カリキュラム局職員が、配布が

困難な州の学校をいくつか訪問し、教科

書の配布をモニタリングする。学校に届

いていない場合は、郡の視学官に連絡し、

状況の説明を受ける。 

PAJEC ・教科書・指導書はパレスチナ全域の学

校に配布された。 

・プロジェクトにより質問票を用いた教

材の使用感等に関する調査が行われたも

のの、授業観察を通した使用状況のモニ

タリングは実施されなかった。後続案件

「パレスチナ理数科教育の質改善プロジ

ェクト」に、教科書使用状況のモニタリ

ングの実施が期待されている。 

GUATEMÁTICA 

CB 

・教科書は、2019 年 5 月までに全国 INEB

の教員・生徒並びに大学中等教員養成課

程の教員・学生に配布された。また、同

年 12 月までにその他国立中学校の生徒

と教員、協同組合校の教員に配布された。 

・指導書は、2019 年 5 月までに INEB の

・2019 年 7～9 月にかけて、教育省教育

の質局が教科書と指導書の配布・使用状

況のモニタリングを実施した。 
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案件名 配布状況 モニタリング方法 

教員と大学中等教員養成課程の教員・学

生に配布された。また、2019 年 6 月にそ

の他国立中学校の教員に配布された。 

NICAMATE ・7～11 年の教科書は 2019 年 1 月に、指

導書と生徒用学習帳は 2019 年 10 月に全

国の数学教員に配布された。 

・2020 年 1 月、7～11 年の教科書・生徒

用学習帳が全国の生徒に配布された。 

・2019 年 2 月に教育省中等教育局が全国

で実施したモニタリングにおいて、プロ

ジェクトで作成した教科書の教室におけ

る使用が全県で確認された。 

 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

教科書は配布されたものの、多くの案件が教科書配布数の不足に直面した。グアテマラで

は在籍生徒数に基づき教科書が発注されるが、教育省が把握できる前々年度もしくはそれ

以前のデータが使用されるため、県によっては、配布当初からすべての生徒に教科書が行き

渡らない学校があった。また、貸与式であるため、配布済み教科書の一部紛失・破損は不可

避であるが、2020 年 3 月時点で追加的な配布は実施されておらず、授業における使用に支

障をきたしている学校もある。QUIS-ME では、空路しか輸送経路がないなど配布が困難な

僻地に位置する学校が全体の 16%ある PNG の地理的要因を考慮し、上位目標の指標 1 は

「84%の公立初等学校に理数科の教科書・指導書が配布される」と設定された。 

 

3.3.教科書普及段階 

(1) 導入研修やフォローアップ活動 

JSP2、PAJEC、QUIS-ME では、導入研修の実施はプロジェクトのスコープ外であった。

JSP2 では、先方政府による教科書導入研修は実施されず、新カリキュラム普及研修も、各

校の校長と教員研修で講師を担う研修ファシリテーターを対象に実施されたものの、教員

に対しては実施されなかった。結果的に、プロジェクトの実施期間中に、新教科書を使いこ

なせるようになった教員は少数であり、教科書・指導書の改善を授業の改善に結びつけるう

えで大きな負の要因となった46。パレスチナでは、PAJEC 後続案件（パレスチナ理数科教育

の質改善プロジェクト）として、教科書と指導書の活用を促進するための教員の能力強化が

実施されている。QUIS-ME では、研修用教材の開発までがプロジェクト活動であり、導入

研修はプロジェクト終了後に教育省が実施するデザインであった。研修計画策定に当たり、

地理的要因により伝達講習研修の実施には大きな予算が必要となるため、日本側によりク

ラスター方式（校内研修）の研修が提案された。QUIS-ME は、校内研修のための時間を十

分に取れない学校もあることに留意し、3.5 日間の研修プログラムに加え、0.5 日間の簡易研

修プログラムを準備するなど、各校での研修が円滑に実施されるよう計画した。また、研修

受講者用教材、研修トレーナー用教材と教育省トレーナーが研修内容の説明や活動の指示

を行う研修ビデオを開発した。同研修は 2020 年 5 月から実施の予定であったが、コロナ禍

の影響により教育省予算が減額されたことに加え、研修用教材の印刷も完了していないた

 
46 プロジェクト日本人専門家からの聞き取りによる（2020 年 2 月 20 日実施）。 
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め、2020 年 6 月時点で研修は実施されていない47。 

それ以外のすべての案件で、現職教員による教科書の活用を促進するため、カスケード方

式（伝達講習方式）で導入研修が実施された。例として、表 29 に CREATE、ESMATE、

NICAMATE の研修規模、方法、持続性等を示す。これら 3 案件では、いずれも実践的な内

容を重視した研修が実施された。初等教育全教科の教科書を開発する CREATE は、全国約

20 万人の初等教員・校長を対象とした 4 段階のカスケード研修の各段階で授業実践形式を

取り入れ、参加者が新教科書を使用した授業を体験できるよう工夫した。ESMATE と

NICAMATE は、年間指導計画の作成や板書技術、形成的評価など基礎的な指導技術に時間

を割いた。また、教科書の試行の際に多くの C/P（執筆者）に学校で授業を実践させること

で、導入研修で C/P が自らの授業実践の経験に基づき教科書の使用法を具体的に指導でき

るようにした。 

 

表 29. 導入研修の例 

 
CREATE ESMATE NICAMATE 

規模 年 1 回 

【研修日数・対象教員数（3 年

生教科書の導入研修）】 

第 1 段階 5 日間×3 バッチ

（320 名） 

第 2～4 段階 各 14 日間（参

加者数は各 2,171、21,921、

185,573 名で、初等全教員・

校長が対象） 

教員振り返り活動の機会を

活用し、複数回に分けて導入

研修を実施。第 1 回目の規模

は以下のとおり。 

【研修人数・参加人数】 

第 1 段階 

初等：1～4 日間*981 名 

前期中等：3 日間 302 名 

後期中等：1 日間 76 名 

第 2 段階 

3,969 名 

前期中等：2 日間 3,570 名 

後期中等：1～3 日間*1,054 名 

*県により異なる 

教材の導入前に 1 回実施 

【研修日数・参加人数】 

中央研修：3 日間、188 名 

地方研修：2 日間、約 1,700 名 

方法 カスケード方式（4 段階）（以

下は、3 年生教科書の導入研

修） 

1) 中央研修（C/P（執筆者）

→EC 教員） 

2) 州／管区研修（EC 教員→

州／管区代表（行政官・校長

等）） 

3) ディストリクト研修（州

／管区代表→ディストリク

ト代表（校長・代表教員等） 

4) タウンシップ研修（校長・

カスケード方式（2 段階） 

1) C/P→研修ファシリテータ

ー（スペシャリストや指導主

事） 

3) 研修ファシリテーター→

全国の教員 

スペシャリストは、県教育事

務所が能力の高い現職教員

から人選した。全国で延べ

1,000 名以上の教員がスペシ

ャリストとして導入研修に

参加し、普及戦略で中心的役

カスケード方式（2 段階） 

1) 中央研修（C/P（執筆者）

→ 教 育 経 験 共 有 会

（ Encuentro Pedagógico 

de Interaprendizaje：EPI）

コーディネーターの教

員 188 名） 

2) 地方研修（各市の学校等

で実施）（EPI コーディ

ネーター→全国の一般

数学教員 約 1,700 名） 

 
47 プロジェクト日本人専門家からの聞き取りによる（2020 年 6 月 19 日） 
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CREATE ESMATE NICAMATE 

代表教員等→全教員） 割を担った。 

持続性 ・プロジェクト終了後は継

続的職能開発（Continuous 

Professional development ：

CPD）の実施が予定されてい

る。 

・導入研修は、業務時間内か

つ教育省関連施設で実施さ

れたため、先方政府からの経

費支出実績はなかった。 

・CPD のため、エルサルバド

ル国家現職教員研修計画に

即して、プロジェクトで開発

した教材と一貫性のある研

修モジュールが作成された

（計 960 時間・26 モジュー

ル）。 

・年に 2 回実施されている現

職教員研修の機会を利用し

てフォローアップが予定さ

れている。研修経費は教育省

予算として確保されている。 

・今後、新しく数学教員にな

る者は、教員養成課程で教材

の使用法を学習済みのため

導入研修の必要はない。 

特記事項 【研修の設計】 

・「実践から学ぶ」研修デザ

インとすることで、参加者が

「目指す授業像」を体験でき

るようにした。 

【研修プログラム】 

・第 1 段階は教科別セッショ

ン 3 日間と全体セッション 2

日間、第 2～4 段階は教科別

セッション 1 日×10 教科と

全体セッション 4 日で構成。 

・実際に近隣の学校から生

徒を呼び、研修参加者の代表

が授業を行う「Real Lesson」

を取り入れた。 

【研修教材】 

・ビデオ教材（または写真）

を用い具体的な授業のイメ

ージを伝えた。 

 

【研修の設計】 

・導入研修は、学びの改善の

ための戦略の 1 つである教

員の「評価に基づいた学習支

援」を促進するための活動と

位置づけた。 

【研修プログラム】 

・基礎的な指導技術（授業展

開、板書、形成的評価）、教

科書の構成、年間授業計画策

定方法など実践的な内容を

扱った。 

【その他の工夫】 

・研修ファシリテーターが

講師となり、初中等学校の校

長及び保護者代表（計 6,844

名以上）を対象として、教材

の使用法や学びの改善にお

ける学校長の役割を研修し

た。 

【研修の設計】 

・例年の現職教員研修は 3 段

階のカスケード方式だが、本

導入研修は伝達内容の逓減

を少なくするため 2 段階の

カスケード方式で実施した。 

【研修プログラム】 

・新旧カリキュラムの比較、

年間指導計画の作成方法、教

材使用法、板書計画の作成な

ど、新カリキュラム・教科書

の理解や使用に必要な点に

焦点を絞り、教科書を実際に

使用した演習型研修とした。 

【その他の工夫】 

・診断調査の結果を示して

数学教育の現状を共有し、教

科書の作成方針の理解を促

した。 

・教員にとって新しい技術

である構造的な板書計画の

作成に時間を多く割いた。 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

ESMATE は、単発的な導入研修では十分ではないとの認識から、2018 年 4、7、11 月及び

2019 年 5 月に全国 14 県で予定されていた教員振り返り活動を活用し、教材の導入研修を複

数回に分けて実施した。教員振り返り活動の第 1 カスケードでは、教科書執筆者が、各県で

選抜された研修ファシリテーターを対象に、教員の学び合いの促し方を指導した。第 2 カス

ケードでは、研修ファシリテーターが、参加者とともに指導書の単元構成を確認し、参加者
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が自らテスト問題を解き、指導計画を作成するよう支援した。このほか、ESMATE は、教

員に対するフォローアップ活動の一環として、年間指導計画の進捗確認や能動的学習時間

の確保のために、日本人専門家と C/P から県教育事務所が選抜した指導主事・校長・数学教

員への指導、選抜された指導主事・校長・数学教員からその他の校長・教員への指導、並び

に各学校の校長から当該校の数学教員への指導の実施を支援した。 

CREATE と NICAMATE は、1 回の導入研修を実施した。CREATE は、導入研修で、CPD

として学校における研究授業の実施の必要と方法を指導した。NICAMATE は、教材普及後

のフォローアップ活動として、指導主事による随伴指導を実施したほか、毎月最終金曜日に

開催されているクラスター単位の EPI を活用し、単元テストの結果や板書案を持ち寄り参

加者の経験を共有する計画を策定した。 

 

(2) 環境整備 

1) 給与48／貸与方式 

 開発された教科書は、教育省の予算の多寡や配布戦略の違いにより、生徒に給与または貸

与された。表 30 に各案件の教科書の管理体制を示す。 

 

表 30. 各案件の教科書の取り扱い（給与／貸与方式） 

案件 給与/貸与 特記事項 

JSP2 給与 教員・生徒に毎年（1 月）教科書を無償給与。 

CREATE 給与 教員・生徒に毎年教科書を無償給与。ただし、初等低学年（1～3 年生）

の生徒に体育・ライフスキル、芸術（音楽・図画工作）の 3 教科（4 冊）

の教科書は配布していない。 

ESMATE 給与 教員・生徒に毎年教科書を無償給与。 

PROMETAM3 貸与 10～11 年生の教科書が学校に配布された。年間貸与とするか授業の都度

貸与とするかなどの管理方法は各学校に任されている。 

iTEAM 貸与 学年開始時に生徒に貸与し、終了時に回収する。 

破損や紛失による不足分は、毎年追加印刷・配布される。 

QUIS-ME 貸与 教員・生徒用の教科書を学校に配布。毎授業開始時・終了時に教科書が

配布・回収されるため生徒は家に持ち帰ることができない。 

PAJEC 給与 教員・生徒に毎年教科書を無償給与。 

GUATEMÁTICA 

CB 

貸与 生徒用の教科書を学校に配布した。耐用年数は 3 年の予定。教員用は研

修時に各教員に配布した。 

NICAMATE 貸与 教員用の教材は研修時に教員に配布し、生徒用の教材は学校へ配布。生

徒には年間貸与を想定。耐用年数は 3～5 年の予定。補充分もあわせて

初回に印刷した。 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

CREATE の現地調査で訪問した学校の生徒は、毎日教科書を持ち帰り、宿題や復習に生

かしていた。また、授業でも、教科書があるために板書の時間が比較的少なく、問題演習や

 
48 文部科学省の表現に則り、本報告書では教科書を供与することを「給与」と記載する。 
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グループワークの実施が円滑であった。ESMATE では、教科書は生徒に毎年無償給与され

ているものの、地方の一部の学校では、紛失を防ぐために生徒に教科書を家に持ち帰らせな

い教員もいた。QUIS-ME の教科書は貸与式のため、生徒が教科書に書き込みできず、また

家に持ち帰ることもできない。宿題や復習は生徒が自分のノートで行うため、授業中の板書

をノートに写す必要がある。現地調査で訪問した学校の授業では、文字の読み書きに慣れて

いない低学年では、ノートに写すことに手間取り、問題演習まで辿り着くことができない生

徒も多かった。教員によっては、板書内容が多い授業の場合、教科書の該当頁をコピーし、

生徒に配布するなど工夫していた。同じく貸与式の GUATEMÁTICA CB では、教科書は学

校が管理し、生徒が家に持ち帰れないことを想定していたが、実際には多くの学校で、教科

書に番号を付したうえ、生徒に 1 年間の期限で貸し出している。ただし、導入後 2 年目にし

て既に紛失や破損による教科書の不足が発生している。 

 

2) 授業日数・授業時数 

すべての対象国で各教科標準授業時間数が規定されているものの、実際の学校現場では、

さまざまな理由により、規定の時間数分の授業を実施できていない場合が多い。例えばミャ

ンマーでは、カリキュラムフレームワークで規定されている小学校 3 年生算数の法定年間

授業時間数は 168 時間49で授業時数は 252 時限であるが、教員用指導書に記載された年間指

導計画（案）は、授業時数の約 80%にあたる 200 時限を教科書の指導に割り当て、52 時限

は予備としている。現地調査で訪問したミャンマーのある学校では、教員総数が 7 名である

が、訪問の翌日に公用で 5 名が外勤する予定であり、残る 2 名で全学年の生徒を指導する

とのことであった。同校教員は、カリキュラムに規定された授業時間の 30%程度は実際に

は実施できていないと感じるとした。グアテマラでは、カリキュラムが規定する授業時間数

は 180 時限であり、教育省の指示により教科書もおおむね 180 時限分作成されたが、学校

行事等により数学の実際の授業時間数は 150 時限程度であり、教員が授業を予定どおり進

めてもすべての学習内容は網羅できない。エルサルバドル、ニカラグア、ホンジュラスでも

同様にカリキュラム外の活動が授業時数を圧迫していた。そのため、ESMATE は、法定授

業数全体の 2 割を評価や補講と位置づけることで教育大臣と合意し、約 8 割を通常授業に

充当する教科書を作成し、現実的な授業時間数である程度教科書の内容を網羅できるよう

にした。ニカラグアでは、年間 200 日の授業日数のうち 70%（140 日）を通常の教科教育に

充てるよう定められており、また、数学の標準授業時数は週 5 時限であることから、

NICAMATE は、各学年の年間総授業時数を約 140 時限として教科書を作成した。JICA（2009b）

によれば、バングラデシュでは、2008 年時点で、小学校の規定年間授業日数は 242 日であ

ったが、実際の授業日数は全国平均で 228 日であった。当時、全学校の約 90%を占めた 2 部

制の学校では、一日当たり 1～2 年生は平均 2 時間、3～5 年生は平均 3.5 時間しか実際に授

業を受けておらず、当時政府が目標とした年間 900 時間には遠く及ばない状況であった

（JICA, 2009b）。また、生徒による教室間の移動や出欠席の確認、教員の遅刻、ずさんなチ

ャイム管理などにより、各時限の実質的な授業時間が短くなっている場合もあった。 

 
49 カリキュラムフレームワーク（2020 年 1 月版）では、186 時間 40 分に修正されている。 
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3) 教員養成機関での活用 

現職教員だけではなく、今後教員になる教員養成機関の学生も改訂された教科書やカリ

キュラムの内容を理解する必要がある。作成した教科書を教員養成機関の学生が理解でき

るよう、各案件は、a) プロジェクトが開発した教科書・指導書の教員養成機関への配布、b) 

教員養成機関のカリキュラム改訂支援、c) 教員養成機関の教科書開発支援、d) 教員養成機

関の教員を対象とした研修、e) 教員養成機関の学生を対象とした補講により、開発した教

科書の教員養成課程での活用を図った（表 31 参照）。表中の○、△、×は、それぞれ協力

スコープ内、一部の活動がスコープ内、スコープ外であることを示す。 

 

表 31. 教員養成課程への介入 

 a b c d e 備考 

JSP2 〇 〇 〇 〇 × ・成果 2（教員研修の質が改善される）の活動とし

て、教員訓練校に導入された初等教育ディプロマで

使用される算数のカリキュラム・教科書の開発支援

を行った。（同国では、教員に採用された後に初等

教員訓練校で 1 年間の研修を受けて正規の初等教員

資格（学位）を取得するため、公式には初等教育デ

ィプロマは現職教員研修と位置づけられている。） 

CREATE 〇 △ 〇 〇 〇 ・EC のカリキュラム改訂を支援する UNESCO と協

働し、教授法科目のモジュールを改訂した。 

・初等新カリキュラムの理解を図るため、最終学年

の学生を対象とした補講を実施した。 

ESMATE 〇 〇 〇 〇 × ・初等～後期中等の教員養成課程の算数・数学指導

法関連教科に対して、改訂されたカリキュラムに則

して各学習内容の指導法を示した指導提案書を作

成した。2019 年 2 月の導入以降に実施した大学での

授業観察等では、全教員による指導提案書の使用が

確認された。 

PROMETAM3 〇 △ × × △ ・7～11 年生対象の中等教員養成課程では時間配分

や内容の変更はなく、講義内でより数学の学力をつ

けるため問題を多く解かせるなどの提言を行った。 

・プロジェクトがインターンとして教育実習生を受

け入れた。活動を通して実習生の能力が強化され

た。 

iTEAM 〇 〇 〇 △ × ・初等教員養成校教員は全国研修講師を兼ねるた

め、初等教育新教科書の使用法等は理解している。 

・教員養成校カリキュラム改訂は BEQUAL 主導で

行われている。iTEAM 日本人算数専門家の渡航時に

プロジェクトがワークショップを行い、教員養成校

算数教育カリキュラム改訂執筆チームを対象に直

接執筆の指導を行った。 

・教員が学生に教育実習前等に新教科書の使用法等
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 a b c d e 備考 

を指導している。（プロジェクトの介入ではない。） 

QUIS-ME 〇 × × × × ・次期 JICA 技術協力として、教員養成校カリキュ

ラム改訂支援が予定されている。 

PAJEC 〇 × × × × ・教員養成課程への介入はプロジェクトのスコープ

外であった。 

GUATEMÁTICA 

CB 

〇 × △ 〇 × ・国立サンカルロス大学中等教員養成課程の数学指

導法講座のカリキュラムを分析し、同講座で用いる

教員用指導書を作成した。同指導書は学生にも配布

され、同講座の主要教材として使用されている。 

・同大学地方校及び教育省資格付与研修の受託大学

に対し、同指導書の普及セミナーを実施した。 

NICAMATE 〇 〇 × △ △ ・ニカラグア国立自治大学マナグア校とレオン校の

数学指導法関連講座の改訂プログラム案を作成し

た。 

・両大学では、改訂プログラムの正式承認を待たず

して、プロジェクトで開発した教科書やプロジェク

トの推奨する指導法が導入された。 

PAAME × × × × × ・プロジェクトが開発した「算数ドリル（計算ドリ

ル）」等は、教員養成課程で直接的には活用されな

かった。 

・C/P に同課程教員が 2 名含まれており、間接的な

影響は期待できる。 

凡例：a）開発教科書・指導書の教員養成機関への配布、b）教員養成機関のカリキュラム改訂支援、c）教

員養成機関の教科書開発支援、d）教員養成機関の教員を対象とした研修、e）教員養成機関の学生を対象と

した補講 

○）プロジェクトのスコープ内、△）一部の活動がスコープ内、×）スコープ外 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

(3) 成果の検証 

すべての教科書開発案件で、学びの改善への効果が検証された。以下に、各案件で実施し

た効果の検証結果を記す。ESMATE については、同プロジェクトを対象としたインパクト

評価調査としてプロジェクト研究（以下、「ESMATE（プロ研）」）が実施されたため50、

同研究結果を記載する。 

 

1）ベースライン調査（BLS）／エンドライン調査（ELS）の実施方法 

① 評価設計 

教科書配布の効果を検証する際、その評価設計は介入の有無による介入群と比較群の群

間比較（with-without 比較）、介入の事前・事後での比較（before-after 比較）、標本抽出法

（無作為抽出の有無）などの視点で分類できる。本調査の対象となった案件では、プロジェ

クトの設計や介入内容によって異なる評価設計がみられた（表 32 参照）。 

 
50 エルサルバドル国プロジェクト研究「初中等教育算数・数学指導力向上プロジェクトのインパクト評価」 
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表 32. 対象案件の評価設計 

評価デザイン 案件 

ランダム化比較試験（Randomized Controlled Trial：RCT） ESMATE（プロ研） 

RCT でない比較試験 CREATE, QUIS-ME, iTEAM, 

GUATEMÁTICA CB, NICAMATE, 

PAAME 

介入群に対する事前事後比較（比較群なし） PROMETAM3, PAJEC 

介入後の 1 時点での横断研究（比較群なし） JSP2 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

ESMATE（プロ研）では、介入群と比較群を無作為抽出し、RCT を実施した。2018 年 1

月に大規模なベースライン調査を実施後、試行版教科書を介入群に配布し51、同年 10 月に

エンドライン調査を実施した。2019年 1月に改訂版教科書が比較群を含め全国に配布され、

さらに、2019 年 10 月、フォローアップ調査により介入効果を検証した。QUIS-ME、

GUATEMÁTICA CB、NICAMATE でも試行版教科書を介入群に配布したが、治安状況や交

通事情などの理由により標本は無作為抽出ではなかった。これらの案件の効果検証では、

C/P 機関の協力のもと、介入群と比較群の属性（地域、男女比、学力水準など）を可能な範

囲で類似させ、二群の比較可能性（comparability）を高めた。CREATE は教科書を全国一斉

に導入したため、新カリキュラム導入前の旧教科書で学んだ生徒（比較群）と、導入後の新

教科書で学んだ生徒（介入群）をそれぞれ無作為抽出し、比較した。iTEAM では、ターゲ

ット県以外の県でも新教科書が導入される可能性があることから、ターゲット県以外の県

から抽出した学校を比較群とはせず、ターゲット県内の学校において、新教科書で学んだ生

徒を介入群、新教科書導入前の前年度に旧教科書で学んだ生徒を比較群とし比較した。 

いずれの案件も標本調査を実施したが、案件によりサンプルサイズは異なった。JSP2、

CREATE、ESMATE（プロ研）では、5,000～9,500 名の生徒に対し筆記試験及び質問票を実

施するなど大規模な調査を行った。QUIS-ME、PAJEC、GUATEMÁTICA CB、NICAMATE

では、調査に投入できる予算・時間の制約などから、サンプルサイズは 1,500 未満であった。

表 33 に各案件の介入効果検証のための調査の標本設計を示す。 

 

表 33. 対象案件の介入効果検証調査の標本設計 

案件 標本 

JSP2 三段階の無作為抽出（県→郡→学校）で標本抽出。小学校校長・教員・4 年生生徒が調

査対象。校長・教員計 1,486 名（各校で校長・教員を 1 名ずつ抽出）、生徒 9,476 名。 

CREATE 第 3 回調査（介入群のみ）：初等 1 年生 5,411 名、教員 207 名、校長 200 名 

第 4 回調査（介入群のみ）：初等 2 年生 5,563 名、教員 206 名、校長 200 名 

第 1 次、第 2 次調査で比較群のデータを収集。 

2017 年 6 月に新カリキュラムが小学校に導入され、各学年の就学年齢が 1 歳引き上げ

 
51 本調査の対象は 2 年生と 7 年生であった。2 年生では介入群にのみ教科書・指導書が配布された。7 年生

では、比較群にも教科書・指導書が配布されたことから、練習帳の配布有無が二群間の主な介入の差であ

った。 
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案件 標本 

られた。よって、本調査では、導入前の旧教科書で学んだ同学年及び同年齢の生徒（比

較群①及び②）と、導入後の新教科書で学んだ生徒（介入群）を比較した。例えば、第

3 次調査では、2016 年に調査した 1 年生（比較群①）及び 2 年生（比較群②）と 2018

年時点の 1 年生（介入群）を比較。 

ESMATE 

（プロ研） 

層化無作為抽出（層化変数：県と地域性（都市・地方））で標本抽出。 

校長 236 名、教員約 500 名（授業観察 500 名分）、基礎教育 2、7 年生生徒約 8,000 名。 

2018～2019 年にかけ同一生徒を追跡しパネルデータを構築。 

PROMETAM3 中等 7 年生生徒 208 名、8 年生生徒 212 名、9 年生生徒 239 名。BLS と ELS の受験者

は異なる。 

iTEAM 初等 1 年生生徒 1,164 名、教員 82 名、校長 75 名 

ターゲット 4 県から各県 2 郡（地方と都市）を選び、各郡から 10 校ずつ無作為抽出。

抽出された各校において新教科書で学んだ 1 年生生徒を介入群、新教科書導入前の前

年度に旧教科書で学んだ 1 年生生徒を比較群とし、それぞれ 20 名無作為抽出した。抽

出された学校の校長及び 1 年生担当の教員も調査対象とした。 

QUIS-ME 無作為抽出ではないが、行政区、学校規模等について可能な限り類似する学校を比較

群として抽出した。 

比較群 1：パイロット校内の介入群とは別クラスの生徒。 

比較群 2：パイロット校と類似する性質を持つ学校群。 

第 1 次調査：（3 年生）生徒 835 名、教員 28 名、（4 年生）生徒 1,066 名、教員 22 名 

第 2 次調査：（5 年生）生徒 988 名、教員 21 名、（6 年生）生徒 695 名 教員 13 名 

第 1 次、第 2 次調査ともに、BLS と ELS で同一クラス・教員を追跡した。 

PAJEC ヨルダン川西岸地区：初等 5 年生生徒 109 名、6 年生生徒 123 名、教員 18 名、校長 4

名 

ガザ地区：初等 5 年生生徒 613 名、6 年生生徒 516 名、教員 25 名 

BLS、ELS で同一の学校を対象としているが、同一の生徒は追跡していない。 

GUATEMÁTICA 

CB 

前期中等 1 年生生徒 432 名、2 年生生徒 348 名、3 年生生徒 310 名 

無作為抽出ではないが、BLS 時に都市、郊外、地方の各地域から 1 校ずつ各群に割付

（各群 3 校）。BLS と ELS の受験者は異なる。 

NICAMATE 中等 7 年生 357 名、8 年生 266 名、9 年生 269 名、10 年生 159 名、11 年生 168 名 

都市・都市近郊・地方の各地域から 1 校ずつ各群に割付（各群 3 校）。BLS と ELS の

受験者は異なる。 

PAAME 介入群 20 校、比較群 20 校 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

② 調査ツール及び収集した情報 

調査対象の案件で用いられた主な調査ツール及び収集した情報は表 34 のとおりである。

多くの案件で、介入のアウトカムとして生徒の算数・数学試験結果を採用した。中間的なア

ウトカムとしては、生徒質問票で算数・数学への意識・態度（好意・関心など）を聴取、授

業観察や教員質問票で定性的・定量的に授業の変化を収集するなどの取り組みがみられた。

ESMATE（プロ研）では、プロジェクトの学びの改善のための戦略仮説に基づき、生徒の試

験得点、生徒・教員の意識態度、研修の受講有無、授業の変化、校長の学校運営状況など多
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岐にわたる変数を収集し、学びの改善に寄与する要因を抽出する試みがなされた。JSP2、

CREATE、iTEAM、QUIS-ME、PAJEC でも、教員や校長への質問票調査を実施しており、

生徒の意識・態度や学習習慣の変化、教員の指導の変化などについて情報収集した。 

 

表 34. 対象案件の調査ツール及び収集した情報 

調査ツール 主な対象者 収集した情報 

算数・数学試験 生徒・教員 生徒：学習到達度 

教員：教科知識の習熟度 

質問票・インタビ

ュー 

生徒・教員・校長 生徒：算数・数学に関する意識・態度、家庭学習の状況、

授業に対する評価、教材の使用感、属性（性別、社会経済

状況）など 

教員：指導計画や授業実践に関する心がけや行動、教材の

使用感・活用方法、研修の受講状況、属性（性別、資格の

有無など）など 

校長：学校運営状況、研修の実施状況、属性（性別、資格

の有無など）など 

授業観察・ビデオ

撮影 

教員・生徒 教員の指導技術（教材・教具の活用、授業準備、授業中の

形成的評価、発問など）及び生徒の学習状況（能動的学習

時間の有無や長さ、本時の授業内容の理解度など） 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

③介入内容及び学習到達度の変化 

多くの案件で、試行用教科書やドラフト段階の教科書の写しなどを調査対象者（比較群・

介入群が設定されている場合は介入群のみ）に配布し、学習到達度や授業の変化などを検証

した。学習到達度は UNESCO の定義に基づき52、各調査の算数・数学試験結果とした。教科

書の試用期間は、多くの案件で 1 年未満である。指導書作成が活動に含まれる案件のうち、

ESMATE、PROMETAM3、QUIS-ME は、試行用指導書や指導書（案）を調査対象者に配布

した。 

表 35 に、各案件の BLS、ELS における介入内容及び学習到達度の変化を示す53。介入内

容や評価設計が異なるため案件横断的に比較を行うことは難しいが、いずれの案件でも試

験得点が向上した。なお、第 5 章に調査で確認された CREATE、ESMATE、NICAMATE の

授業の変化を記載する。 

 

表 35. 対象案件の介入内容及び学習到達度の変化 

案件 介入内容 学習到達度の変化 

CREATE 第 3 次、第 4 次調査ともに、新教 第 3 次調査、第 4 次調査ともに、介入群の試験得

 
52 「特定の科目や分野における、知識や能力の測定を目的とした試験の成績」（UNESCO, 2008）。 
53 JSP2 ではプロジェクトの設計上、教科書の効果検証を目的とした調査の実施が困難であった。iTEAM は、

2020 年 3 月時点でエンドライン調査報告書作成中であり、厳密な教科書の効果を分析中であった。PAJEC

では、短期間で有意な試験得点の差がでないことが予想されたため、試験を用いた評価は実施しなかった。

よって、表 35 にこれら 3 案件は含まない。 
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案件 介入内容 学習到達度の変化 

科書を全国一斉に配布。使用期間

は約 7 カ月（第 3 次調査）、約 1

年 7 カ月（第 4 次調査）。 

点は、比較群①の試験得点よりも有意に高かっ

た。介入群の得点は比較群②より有意に低かった

が、これは比較群②の生徒が当該学年を修了し、

次学年の内容も既に学習済みであるためと考え

られる。両調査の試験の満点は 15 点である。 

第 3 次調査： 

介入群（新カリキュラム下の 1 年生）7.38 点 

比較群①（旧カリキュラム下の 1 年生）6.04 点 

比較群②（旧カリキュラム下の 2 年生）7.60 点 

第 4 次調査： 

介入群（新カリキュラム下の 2 年生）6.35 点 

比較群①（旧カリキュラム下の 2 年生）5.09 点 

比較群②（旧カリキュラム下の 3 年生）6.26 点 

ESMATE 

（プロ研） 

2 年生：教科書・指導書の配布、

導入研修（2 日間）、教員振り返

り活動、校長による教員への指導

（授業観察）、保護者研修。 

7 年生：練習帳の配布、教員振り

返り活動に対する C/P の支援、校

長による教員への指導（授業観

察）、保護者への啓発研修。 

BLS から ELS までの教材使用期

間は約 9 カ月。 

BLS では、二群の筆記試験の正答率に有意差がな

かったが、ELS では、介入群の正答率（%）が比

較群に比べて、11.2 ポイント（2 年生）、2.5 ポイ

ント（7 年生）有意に高かった。7 年生では、介

入の効果は生徒全体で一様ではなく、BLS で学力

の低かった子どもに、より強い介入効果が見られ

た。 

PROMETAM3 試行用の教科書・指導書を調査対

象の生徒・教員に配布。試用期間

は約 8 カ月。 

TIMSS の出題項目に鑑み、知識・応用・推論領域

で項目を分類した。全学年で、知識領域の問題の

正答率（%）がおおむね向上した。7 年生では応

用領域でも改善がみられた。 

QUIS-ME 教科書・指導書（案）を単元ごと

に作成し、介入群へ順次配布し

た。教材の使用期間は約 8 カ月。

介入群の教員に対して、教科書・

指導書（案）全単元について、使

用方法に関する研修を実施。 

3～6 年生の全学年で、ELS における介入群の試

験得点が、比較群より有意に高かった。介入群の

試験得点から、比較群の試験得点を引いた試験得

点差の変化は以下のとおり。なお、BLS と ELS で

使用した試験問題が異なることから、平均点を標

準得点化（平均が 0、標準偏差が 1 になるよう変

換）して分析を行った。 

 

 

 

 

 

 

学年 BLS ELS 

3 年生 0.21 0.56 

4 年生 -0.19 0.54 

5 年生 0.13 0.62 

6 年生 -0.02 0.69 

GUATEMÁTICA 

CB 

教科書のコピーを介入群の教員

と生徒に配布。指導書も一部の学

3 学年全体、1 年生、3 年生の試験得点平均値の

差の差（Difference in Differences）が 1.0～1.5 点
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案件 介入内容 学習到達度の変化 

校、単元で配付したが極めて限定

的。使用期間は約 8 カ月。 

程度ではあるが、統計的に有意に拡大した（試験

得点の満点は 30 点）。 

NICAMATE 試行用（MS-WORD 版）の教科書

冊子を介入群の教員と生徒に配

布。使用期間は約 8 カ月。 

BLS と ELS の試験問題が異なるため、共通する

問題の平均正答率（%）を比較した。比較群の多

くの学校では、正答率が横ばい、あるいは低下し

たが、介入群のほぼすべての学校で正答率が 1～

14 ポイント向上した。 

PAAME ・教授／学習の質改善に向けた

学力把握（プレテスト、中間テス

ト、ポストテストの実施） 

・試験結果と活動計画の保護者・

コミュニティとの共有 

・校長・教員を中心とする教授・

学習の質改善（生徒が「数と計算」

の基礎を学習する） 

・コミュニティとの協働による

学習量拡充（生徒の「数と計算」

の練習機会・量が増加する） 

介入群と比較群の学年開始時と終了時の正答率

（%）は以下のとおりであり、介入群の向上の方

が大きかった。 

 介入群 比較群 

BLS ELS 差 BLS ELS 差 

1 年生 9% 70% 61 12% 41% 29 

2 年生 24% 76% 52 28% 56% 28 

3 年生 31% 76% 45 25% 56% 31 

4 年生 42% 84% 42 58% 64% 6 
 

出典：各案件報告書等に基づき KRC 作成 

 

2）実施上の制約 

一般に、信頼区間の幅が狭い、調査対象者の脱落率が低いなどの条件を満たす質の高い

RCT が介入効果の精緻な推定のための標準的な評価方法であるとされている。しかし、実

際のプロジェクトでこのような実験を行うには、調査実施上のさまざまな制約がある。

QUIS-ME、GUATEMÁTICA CB、NICAMATE では、治安状況、道路事情やアクセスの利便

性、学校や地方の協力体制などの制約により、調査が実施可能な学校が限られたことから、

標本を無作為抽出できず、介入群と比較群の比較可能性が完全には確保されていない。また、

予算制約により、学校カレンダーに合わせて短期間に集中的に調査を実施する必要があっ

たことなどから、収集可能なサンプルサイズも限られた。このほか、プロジェクト設計上の

制約から、介入効果の検証が困難な場合もみられた。例えば JSP2 は先方政府の第 3 次初等

教育開発プログラムに内包されており、プロジェクト単位での大規模な調査を実施できな

かった。PAJEC では、短期間の介入期間であり、試験を用いて測定しても有意な結果が出

ないと予想されたため、質問票による校長や教員、生徒の意見の収集を行った。 

 

3）対外発信・広報への活用 

大規模な RCT によるインパクト評価を実施した ESMATE は、中米広域数学教育セミナ

ーにおいて他国（ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグア）の数学教育関係者に評価結果を

共有した。また、同評価で構築したパネルデータを用いた学術研究が進行中であり、アメリ
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カ経済学会の RCT のレジストリに登録された54。CREATE はインパクト評価の結果をミャ

ンマーの国会で報告したほか、3 本のテレビコマーシャルでも紹介した。その他の案件では、

C/P や関係者に共有して、それまでの活動を振り返ったり、以降の活動計画を立案したりす

る際の資料として活用した。 

 

4. まとめ 

本調査対象 10 案件のレビューを通し、教科書の開発と印刷・配布が、生徒の算数・数学

試験結果の向上に貢献したことが確認された。また、教科書を活用するためには、導入研修

とフォローアップ活動の実施による教員の指導力の向上が必要であることが示唆された。 

 質の高い教科書の開発には、必要に応じて改訂が加えられた良質なカリキュラムの存在

と、生徒の学習や教員の授業実践の現状把握に基づく教科書執筆方針の策定が重要であっ

た。また、優秀な執筆者の確保、試行を通じた教材の現地化の必要も確認された。さらに、

開発した教科書が適時に配布されるよう相手国関係者に対する働きかけが行われた。他方、

教員による質の高い指導の実現ためには、授業実践に役立つ指導書の配布、教材の導入研修

の実施、教員の学び合いの場の創出が重要であった。 

 以下に、対象 10 案件のレビューにより得られた教科書開発案件の発掘・形成、実施監理

における留意点を記す。 

 

4.1. 案件発掘・形成における留意点 

(1) 当該国教育省の政策及びカリキュラム 

・ 協力対象国から教科書開発への協力が要請された時点で、同国における教科書の使用

義務の有無、教員の教科書観等の現状分析調査を十分に実施する。特に対象国において

教科書の使用義務がない場合、または認定制のため開発する教科書の使用義務がない

場合は、開発する教科書が十分に活用されない懸念があるため、外務省、関係省庁、JICA

の採択検討に資するよう、相手国政府の意向を十分に確認する。また、教科書検定制度

を採る国では民間会社が教科書開発の主要アクターであり、教科書開発案件の実施の

可能性は低いと思われるが、検定に合格した教科書が学びの改善のボトルネックであ

る場合は、例えば教育省による教科書調達のために必要な仕様書作成に対する協力な

ど、協力形態を工夫して支援し、学びの改善に貢献することが望まれる。 

・ 採択後、詳細計画策定調査において、教科別カリキュラムを適宜改訂する可能性を先方

政府と合意する。また、学びの改善のための仮説・戦略と必要な介入策、開発する教科

書、先方 C/P の資質・能力等を可能な範囲で協議し、合意事項を R/D に記載すること

が望ましい。特に、対象国において教科書の使用義務がない、または開発する教科書の

使用義務がない場合、詳細計画策定調査において、教科書は生徒の学びの改善のための

貴重な資源であるという認識を相手国関係者と共有し、開発する教科書の使用方法を

検討のうえ、使用を確実にする方策を特定し、案件計画に織り込む必要がある。 

 
54 Kurosaki, T. and T., Maruyama (2018). "Impact on learning outcome by effective use of mathematics textbooks 

structured for increasing academic learning time：Empirical research in El Salvador." AEA RCT Registry. October 23. 

Retrieved on March 20, 2020 from https://doi.org/10.1257/rct.3169-2.0.  
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・ 先方政府が実施するカリキュラム改革の一環として日本側の協力が実施される場合や、

他の開発パートナーが担当する他教科と横並びで協力が実施される場合は、案件実施

スケジュール、アプローチ等の自由度が異なることに留意する。 

 

(2) 学校教育行政、学校運営、授業実施状況、授業実施時間実績、授業スタイル、教員の

能力、勤務状況等 

・ 案件発掘時または詳細計画策定調査において、学校教育行政、学校運営、授業実施状況、

授業実施時間実績とともに、授業スタイル、教員の能力、勤務状況、生徒の能力等を調

査、分析し、業務仕様書に必要な指示を盛り込むことで、適切な教科書の開発を促す。

時間制約等により案件開始前に対応できない場合は、案件開始後、診断調査で明らかに

するよう指示する。 

・ 教科書の紙面構成の決定のため、特に生徒と教員の能力を調査する。また、対象国の授

業実践に応じて、教員の指導のもとに使用することを前提とする教科書、家庭学習にお

ける使用を前提とする教科書のどちらを念頭に置くべきか確認する。これまで教科書

が存在しなかった国が協力の対象となる場合、多くの教員が教科書を使用した授業の

実施方法が分からない可能性に留意する。 

 

(3) 国家レベルの学力評価（アセスメント）システム 

・ 国家レベルの学力評価（アセスメント）システムへの日本の協力実績は限定的であるが、

学力評価も学びの改善にとって不可欠な要素である。案件のスコープ外となる予定で

あっても、学力評価システムに関する情報を可能な範囲で収集する。 

 

(4) 協力スコープ 

・ 教科書の開発に加え、開発した教科書の使用促進のための指導書の開発、導入研修の実

施、現職教員への継続的な働きかけ、教員養成課程への働きかけ、その他関係者への働

きかけなど、本調査で特定された学びの改善に資する活動を可能な限り協力スコープ

に入れる。特に、教材の導入研修がプロジェクトのスコープ外であったため、教員が教

材の使用法が分からないという問題が生じたり、開発した教材の教室における使用状

況が分からないままプロジェクトを終えたりした案件があった。少なくとも開発した

教材の導入研修まではプロジェクトのスコープに入れることが望ましい。 

 

 

(5) 実施体制等 

・ 案件開始後、確かな教科知識のある執筆者（C/P）を確保する可能性を高めるため、R/D

の作成・署名段階において、先方政府と執筆者に求められる基準と、案件開始後に双方

の共同作業または日本側により執筆者を選抜することを合意する。 

・ C/P として確保できる人材では執筆に対応できない懸念が残る場合、日本人専門家の追

加的配置や執筆のためのローカルコンサルタントの雇用等に柔軟に対応できる可能性
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を残す。また、各国政府が教科書等に求める編集の質と各国の DTP 作業の質を考慮し、

DTP 作業を誰が担うかについても検討し、合意する。 

・ 本邦研修や長期研修制度を戦略的に活用し、対象国で教科書開発にあたる中核人材の

能力を案件開始前から強化して、効果的・効率的な教科書開発を進める一助とする。 

・ 協力対象国の大学人材の活用を図る場合、詳細計画策定調査の段階で同人材を案件に

参加させる形態を検討し、合意する。このとき、同大学が教育省から独立的である場合

と教育省傘下である場合により、参加の形態が異なることに留意する。前者の場合、教

育省がコンサルタントして雇用したり、教育省とともに大学自体を協力機関としたり

することで、教員を C/P として参加させることもできる。 

・ 教育省 C/P の教科書開発における役割が外部執筆者の作業を取りまとめるなど執筆で

はない場合に留意する。教育省の教科書作成に係る中期的な展望、政策を確認し、現状

に対応しつつ、将来にも備えた体制の在り方を協議する。 

 

(6) 実施期間 

・ 1 年間に 1 学年分の教科書・指導書を開発するのが理想的であり、先方政府が教材開発

を急ぐ場合も、1 年間に 2 学年分の教材開発に留めることが望ましい。算数・数学教育

の現状分析や教材開発戦略の策定を行う 1 年目は 1 学年、2 年目と 3 年目は 2 学年ずつ

教材を執筆するなどして執筆活動を分散させる。 

 

(7) 教科書印刷・配布予算 

・ 相手国政府予算もしくは相手国政府が獲得した他の開発パートナー予算等による教科

書の印刷・全国配布を R/D で合意する。 

・ 相手国政府が印刷・配布費用を想定外の事態で確保できなかった場合を考慮し、日本側

予算で第 1 版教材の印刷・配布を行う、あるいは少なくとも全国の教員に教材を配布す

るための経費を日本側で確保する可能性を残すことが望ましい。 

 

(8) 他の開発パートナー 

・ 他の開発パートナーの教科書開発案件への興味・関心・動向を常に確認する。他の開発

パートナーと協力スコープの調整が必要な際は、教育段階で区別する、教科で区別する

などにより、案件開始後の調整コストを最小化する。 

・ 過去または並行して他の開発パートナーが教科書開発協力を実施している場合、日本

の協力アプローチとの違いを把握したうえで、対象国関係者との協議に臨む必要があ

る。 

 

4.2. 案件の実施監理 

(1) 教科書執筆者 

・ 少なくとも基礎的な算数・数学の知識が既に備わっている人材を執筆者とする。初等算

数教科書の開発では前期中等数学までの知識、中等数学教科書の開発では後期中等数
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学までの知識が教科書執筆者に求められる最低限の知識レベルと考えられる。優秀な

執筆者を確保するため、先方政府の関係者に執筆者が基礎的な算数・数学の知識を有し

ていることの重要性への理解を促すとともに、教科知識のテストを実施するなど客観

的な選定基準を設けることが望ましい。 

・ 大学教員を活用する場合も、対象国により教員の質は多様であること、数学の学術的知

識は豊富でも算数・数学教育の専門ではない教員や主義主張に固執する教員もいるこ

とから、教育省の C/P 同様、案件開始後に日本側も執筆者の選抜に関与することが望ま

しい。 

・ C/P の算数・数学の知識・技能不足などが明らかとなり、当初計画の遂行が困難と予見

される際は、日本人専門家の追加投入や必要条件を満たす C/P の追加配置などの対応

策を、JICA を含めた関係者で検討する。 

・ プロジェクトの専任、期限付き雇用の専任・兼任、プロジェクトによる雇用など C/P の

勤務形態に関わらず、優秀な人材がプロジェクト活動に集中できる環境を整える。 

・ C/P が教材を執筆する機会をできるだけ多く創出し、教材に対するオーナーシップを醸

成するとともに、C/P の能力強化を図り、次のカリキュラム・教科書改訂を担う人材を

育成する。また、プロジェクト終了後、C/P がカリキュラムの実施や評価、次のカリキ

ュラム・教科書改訂の中核人材として活用されるよう、教育省に働きかける。 

 

(2) 教科書開発プロセス 

・ 詳細計画策定調査もしくは診断調査の結果を分析して学びの改善仮説、同仮説に基づ

き、相手国関係者と協働して学びの改善戦略を立案する。 

・ 教科書の執筆を開始する前に「教科書執筆方針」を先方政府と合意する。 

・ 教科書執筆開始前に年間指導計画と単元指導計画を作成する。作成の際は、公的に定め

られた授業時数と実施されている授業時数を比較したうえで、現実的に実施可能な授

業時数を想定し、学習内容を精選・配列する。実際に教科書を執筆し、試行する過程で、

必要に応じて単元指導計画を修正する。 

・ 地域的な属性、学校までのアクセス、校長や算数・数学担当教員の協力が得られること、

学校運営が適切であることなどを基準に協力校を選定し、教材の試行を十分に実施す

る。 

・ 編集作業をある程度効率的に進めるため、少なくとも初等算数程度の知識を有する

DTP オペレーターを確保する。教育省が用意した DTP オペレーターでは技術や人数が

不十分な場合に備え、日本側の投入も想定する。 

・ 印刷上の制約、各国の教科書作成上のルールなどを編集開始前に確認し、できるだけ早

期に仕様を確定する。 

・ 教科書承認プロセスや承認に必要な期間を早い段階で確認する。 

 

(3) 全国普及 

・ 開発した教材の導入研修を実施する。 
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・ すべての地方研修会場で優秀な講師を揃えることは難しいが、講師の違いにより研修

内容や研修の質が大きく変わることがないよう、視聴覚教材の活用などで工夫する。視

聴覚教材はプロジェクトが目指す授業を周知するために極めて有効である。 

 

(4) 新規教員養成課程との連携 

・ 将来、教員になる学生が新カリキュラム・教材を深く理解し、新教材を活用できるよう、

教員養成校や教員養成課程を有する大学との連携を促進することが望ましい。プロジ

ェクトで開発した教科書・指導書の教員養成機関への配布、同機関のカリキュラム改訂

支援、教科書開発支援などが検討できる。 

 

(5) 学びの改善戦略に基づいた介入効果の検証 

・ 介入効果の検証は、最終的なアウトカム変数である試験結果だけでなく、各案件の学び

の改善戦略に基づき、学習時間など学びの改善に寄与すると考えられる要因や、中間ア

ウトカムと考えられる授業や生徒の意識・態度の変化などを変数として収集する。また、

治安状況、予算・実施期間の制約などから、十分なサンプルサイズを無作為抽出で確保

することが困難な場合にも、可能な限り、介入群と比較群の比較可能性を高め、事前事

後で比較することが望ましい。 

 

(6) 全国普及フォロー体制の構築（既存の仕組みを利用したフォローアップシステムの構

築） 

・ 教科書導入研修を 1 回実施するだけでなく、定期的に第三者が授業を観察し、助言する

ような持続的なフォローアップシステムを構築することが望ましい。 

・ 学びの改善の実現には、教材や授業実践の質以外にも、実授業時数、教員の勤務状況、

生徒の出席状況や栄養状態、学習環境、家庭学習に対する保護者のサポートなど、さま

ざまな要因が影響するため、校長や保護者の巻き込みが肝要である。 
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第５章  教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチの成果 

 

第 4 章において、対象 10 案件のうち多くの案件が生徒の算数・数学試験結果の向上に貢

献したことを確認した。しかし、教科書の配布から生徒の資質・能力の育成への道筋は、い

まだ不透明である。本章では、JICA の「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチ」

が、どのように学びを改善し、生徒の資質・能力の育成に貢献したかを確認する。そのため、

開発した教科書を使用した授業の情報が比較的豊富な ESMATE、NICAMATE、CREATE を

取り上げ、授業の変化を確認するとともに、学びの改善の促進要因を抽出する。 

 

 ESMATE 

1.1. 教科書 

(1) エルサルバドルのカリキュラム 

エルサルバドル教育省は、「学びに資するカリキュラム（Currículo al Servicio del 

Aprendizaje）」55において、コンピテンシーを育成するカリキュラムを志向するとする。ま

た、コンピテンシーを「ある状況において、単純あるいは複雑な問題（課題）を解決する能

力」と定義する。図 18 に、コンピテンシーの構成要素を示す。 

 

 

注：左より、El saber（知る：概念的内容）：概念、事実、データ、原理、定義など、El saber hacer（するこ

とを知る：手続き的内容）：内部化された知識を活用する技能、El saber ser y convivir（存在する・共に生

きることを知る：態度的内容）：課題解決にあたる際の個人の価値観や態度、El para qué（なぜか：目的）：

学習者を動機づける学ぶ目的。 

出典：Ministerio de Educación Gobierno de El Salvador（2008, p.8） 

図 18. コンピテンシーの構成要素 

 

「学びに資するカリキュラム」によれば、同国のカリキュラムは「構成主義的、人間主義

的、かつ社会に約束した（constructivista, humanista y socialmente comprometido）」カリキュ

ラムである。構成主義に基づく学習とは、生徒が受動的な態度をとることなく、既習の知識

や経験を基に能動的に学ぶことである。「学びに資するカリキュラム」は、コンピテンシー

 
55 「学びに資するカリキュラム」は 2008 年にスペイン及び米国の支援により作成された。 
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を育成するための指導・学習方法は、少なくとも以下の 5 つの要件を満たす必要があるとす

る。 

 

・ 学びの活用（Énfasis en la aplicabilidad del aprendizaje） 

現実の世界や日常生活における現象に数学を活用すること。 

・ 問題解決（Construcción del aprendizaje en la resolución de problemas） 

「演習問題」や「机上の問題」とは異なり、より現実場面に即した問題に対して、生徒

が自ら発見的に問題解決を行うこと。 

・ 開かれた、柔軟で永続的な学び（Concepción del aprendizaje como proceso abierto, flexible 

y permanente） 

文化・科学・技術の進歩を踏まえ、個に応じた学習内容の提供や生徒間の交流を促進す

ること。 

・ 生徒の興味・関心に近い場面の考慮（Consideración de situaciones cercanas a los intereses 

de los estudiantes） 

生徒の異なる状況を考慮し、生徒の興味・関心を喚起すること。 

・ 生徒の能動的な役割（Rol activo del alumnado） 

問題解決の主体は生徒である。教員は説明を簡潔にし、理解したことを比較し、対話す

る機会を生徒に与え、自力解決の時間を確保する。 

 

さらに、「学びに資するカリキュラム」は、数学教育の焦点を問題解決（Resolución de 

problemas）56とし、数学教育を通して次の 3 つのコンピテンシーの育成を目指すとする。 

 

 数学的・論理的推論力（Razonamiento lógico matemático） 

情報を認識・解釈する、手続きやアルゴリズムを理解する、異なる概念を関連づけるな

どの能力。 

 数学的言語を用いたコミュニケーション（Comunicación con lenguaje matemático） 

記号や数学的表記を用いて、記述・分析・主張・解釈を行うための知識・技能・態度。 

 日常生活場面への数学の活用（Aplicación de la Matemática al entorno） 

日常生活場面に数学の知識・技能を活用する能力及び態度。 

 

(2) エルサルバドルの算数・数学科カリキュラム 

基礎教育第 1～3 サイクルの算数・数学科カリキュラム（Programma de Estudio 

Primer/Segundo/Tercer Ciclo Matemática Año 2018）に基づき、「学びに資するカリキュラム」

で示されたコンピテンシーが算数・数学科でどのように育成されるかを確認する。なお、算

数・数学科カリキュラムは、ESMATE の支援により教科書・指導書開発と並行して作成さ

れたため、同カリキュラムと ESMATE が開発した教科書は自ずから整合的である。 

算数・数学科カリキュラムは、「学びに資するカリキュラム」と同様、数学の焦点は問題

 
56 問題解決は「科学的・技術的・社会的場面及び日常生活の場面における問題を解決すること」と定義さ

れている（Ministerio de Educaación Gobierno de El Salvador, 2008, p.24） 
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解決であり、「数学的な論理的推論力」「数学的言語を用いたコミュニケーション」「日常

生活場面への数学の活用」の育成を目指すとする。そして、基礎教育第 1～3 サイクルの算

数・数学科において同コンピテンシーを達成するには、参加型の学習過程が重要であるとす

る。算数・数学科カリキュラムによれば、参加型の学習過程は、生徒が間違いを恐れずに学

習活動に参加できる環境において、生徒自身が解答を探し、論理的推論力を高め、日常場面

における問題を解決するために他者と交流することを促す。その際、教員は、生徒が数学の

授業を楽しみ、数学の興味深さ・有益さを発見するような指導に努める。 

 

(3) ESMATEが開発した教科書 

ESMATE の教科書の紙面構成は、プロジェクトが開始直後に実施した診断調査結果に基

づき決定された。同結果によると、エルサルバドルの多くの生徒は、基礎的な知識・技能の

習熟が不足していた。「学びに資するカリキュラム」が言及する数学的・論理的推論力や日

常生活場面への活用の強化以前に、生徒にまず基礎的な知識・技能を習得させる必要があっ

た。また、エルサルバドルの多くの授業では、既習事項に基づく、生徒が自ら考える指導・

学習ではなく、生徒が受動的に教員の説明を聞く時間、黒板を写す時間、理解度の高い生徒

のノートを写す時間が大部分を占めていた（JICA, 2019b）。つまり、「学びに資するカリキ

ュラム」が言及する「問題解決型の授業」や「構成主義的・社会に約束した授業」は実際の

教室現場で実現しておらず、カリキュラムと現実の指導・学習に乖離があった。このような

実態を踏まえ、ESMATE は、開発した教科書を通して、以下のとおり「学びに資するカリ

キュラム」の方針を教室で実現する方法を示した。 

 

 能動的学習（Aprendizaje activo） 

「学びに資するカリキュラム」が「生徒の能動的な役割」おいて、生徒が理解したこと

を比較し、対話し、自力解決する時間の確保が重要であるとするのを踏まえ、ESMATE

は指導書において、能動的学習を個人で自力解決を行う学習（Aprendizaje individual）、

またはペアやグループで互いの解法や考えなどを共有するインタラクティブな学習

（Aprendizaje interactivo）と定義し、自力解決の後にインタラクティブな学習を実施す

ることを推奨した。教科書は、能動的学習の時間を 1 授業（45 分）につき 20 分設ける

ことを前提として作成された。能動的学習時間を授業中に一定時間確保することは、

ESMATE の学びの改善のための戦略の 1 つであった（図 15 参照）。 

 

 基礎・基本の習熟の重視 

ESMATE は、カリキュラムが育成を目指すコンピテンシーと実際の生徒の学習到達度

の乖離から、カリキュラムが掲げる応用的な能力の育成を直ちに推進することは困難

であると判断し、導入問題の解法を丁寧に示す、練習問題の難易度を下げる、練習量を

増やすなど基礎的な知識・技能の習得を重視した教科書を開発した。授業観察や診断調

査の問題の作成などに C/P を巻き込み、学校現場の授業や生徒の学習到達度の実態を

把握させることで、基礎・基本の重要さに関して合意形成した。 
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 問題解決型の学習 

ESMATE の教科書は、導入問題の提示の際、一人一人の生徒に既習事項に基づき自ら

解答の手立てを考えさせ、個別に問題に取り組ませた後、自らの解法を教科書の解法と

見比べさせる、ペアまたはグループ学習で解法を比べさせるなどする。同プロセスより、

「問題解決型」の学習が実現する。 

 

 日常生活場面における数学の活用 

ESMATE の教科書には、「学びに資するカリキュラム」が示す「学びの活用」や「生徒

の興味・関心に近い場面の考慮」などの指導・学習方法の要件に則り、特に単元の導入

において、日常生活場面に即した問題が提示されている。 

 

ESMATE の教科書紙面の例を図 19 に示す。教科書は、1 授業 1 頁を基本とし、授業展開

が 4 つのステップ（問題提示→解法→まとめ→練習問題）で明確に示されている。生徒が教

科書を見れば自ら問題が解けるよう、問題に対して原則 1 つの解法を丁寧に示す。また、練

習問題が豊富に用意され、1～2 問目に導入問題と同程度の難易度の問題、それ以降は難易

度が徐々に上がるよう配列されている。各授業に明快な目標が 1 つ設定されており、教員

は、授業時間内に評価問題を通して生徒の目標達成度を確認できる。評価問題の提示場所は

各頁で統一されている。各授業の学習内容は、基礎・基本を重視し、系統性に配慮しスモー

ルステップで配列されている。これらの特徴は、「中米広域算数・数学協力」の案件群であ

る、PROMETAM3、GUATEMÁTICA CB、NICAMATE もほぼ同一である57。 

  

 
57 ただし、PROMETAM3 では、1 授業 1 頁でなく、また、授業進捗が計画よりも遅くなっていたことか

ら、教科書の練習問題は授業中に扱う最低限度の分量とし、追加的な問題は指導書のみに掲載された。 
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出典：ESMATE 作成初等 3 年生 算数教科書 p.24 

図 19. エルサルバドル初等 3 年生算数教科書（繰り上がりのある 4 桁のたし算） 

 

1.2. 教員の変容 

（1） 研修及びフォローアップ 

 ESMATE は、教員が学習評価を授業内外で実施し、生徒の理解度やニーズに応じて個別

指導などの学習支援を行うという、評価に基づく学習支援を重視した（JICA, 2019b）。教材

の導入研修では、教科書の構成等の教材紹介に加えて、形成的評価や板書等基本的な指導技

術を指導した。また、研修ではプロジェクトの戦略を教員に丁寧に説明するとともに、カリ

キュラムの未消化をなくす重要性を説明した。 

また、ESMATE では、教員が自分自身で学ぶ、あるいは同僚と学び合うことによる教員

の能力開発を重視した。年 3 回行われる「教員振り返り活動」では、指導書の単元構成や使

用法を共に学び、同僚の教員とグッドプラクティスを共有する、単元テストの結果を比較分

析するなどの活動を導入した。このほか、単発の導入研修のみでは、教員の行動変容を促す

練習問題：

・導入問題と同程度の難易度の

問題を配置。1～2問目は、一の

位に繰り上がりがある筆算だが、

それ以降は十の位や百の位に繰

り上がりがある。

導入（問題提示）：

・日常場面を用いた問題設定。

解法：

・既習事項を活用し、筆算によ

る足し算の方法を4つの手順に分

けて説明。

・各手順の考え方を数字カード

で図示。

まとめ：

・繰り上がりのある4桁の足し算

の筆算の解き方を説明。

・導入問題（一の位に繰り上が
りのある筆算）とは異なる、百

の位に繰り上がりのある筆算に

も同様の考え方が応用できるこ

とを明示。

教科書の学習内容の構成：

・1時限に1頁分学習するため、学習内容が明示的に頁ごとに分けられている。

・すべての授業が「（A）導入（問題提示）」「（S）解法」「（C）まとめ」「（R）練習問題」の

4つのステップで構成されている。

・原則1つの解法が示される。生徒は解法の説明を読み、自分で練習問題を解きやすい。
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ことは困難であるとの判断から、能動的な学習時間の確保や、年間指導計画の進捗などにつ

いて確認し、助言するための随伴指導を継続的に実施した58。 

ESMATE の専門家によれば、教員振り返り活動により、教員の指導が大きく変化した。

同僚と学び合う機会が用意されたことで、優秀な教員の取り組みを参考にするなど、教員は

自発的・自律的に能力を開発するようになった。特に、テスト結果や年間指導計画の進度を

教員間で確認し合うなどの活動は、教員間のピアプレッシャーを促進し、教員の指導の変化

を促進した。 

また、専門家によれば、県教育事務所に、教員振り返り活動と随伴指導の実施を任せたこ

とが、フォローアップが成功した要因の 1 つであった。中央政府は最低限の研修内容のみを

県教育事務所に指示し、各県事務所が、各県の実情に合わせて研修の日数・会場・参加者の

選定、追加の指導・研修内容などを決定する方針とした。その結果、各県教育事務所は積極

的・主体的に活動を実施した。教員振り返り活動や随伴指導は同国で ESMATE の開始以前

から実施されていた活動であり、これら既存の活動を活用したことも成功要因であった。 

 

（2） 教員の変容 

上記活動の成果は、ESMATE が実施したインパクト評価結果に現れた。 

 

【能動的な学習時間の確保】 

評価結果によると、介入群の教員は、比較群の教員に比べて、授業中に生徒に自力で問題

を解かせる、一度間違えた問題に再び取り組ませるなど、生徒の能動的な学習時間を確保す

ることをより意識していた。 

 

【形成的評価や個別指導の実施】 

 評価結果によると、介入群では、授業中に机間巡視、宿題のチェック、丸付けなどの形成

的評価を実施した教員の割合が比較群に比べて多かった。JICA（2019b）によれば、エルサ

ルバドルでは従来から多くの教員が個別指導を実施していたが、形成的評価に基づいた学

習支援をより意識するようになった。介入群では、生徒の理解度に合わせた授業展開を意識

する教員の割合も比較群に比べて多かった。加えて、授業準備の際に指導書を読み、板書計

画を作成する教員が増えた。授業時数が不足している場合には補講を行い、カリキュラム消

化に努める教員の割合も増加した。 

 

1.3. 外部要因への働きかけ 

【学校運営の改善及び家庭学習に対する保護者の理解】 

 ESMATE では、授業時数の確保及び授業進捗の管理の推進を目的とし、校長に対する啓

発研修や全国の県教育事務所に対する指導を実施した。校長に対する啓発研修では、

ESMATE が基準とする年間最低 160 時間の授業時間を確保することの重要性を強調した。

県教育事務所に対しては、県教育事務所が選抜した各県の指導主事・校長・数学教員に対し

 
58 ただし、ESMATE の専門家は、想定の実施回数に達していないことから、実現可能性の十分な検討が必

要であるとした（JICA, 2019b）。 
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て随伴指導を行い、授業進捗の管理の重要性を日本人専門家や C/P が説明した。加えて、家

庭学習に対する保護者の理解・協力を得ることを目的とし、保護者代表への啓発研修を実施

した。 

 

1.4. 学びの変容 

ESMATE は、授業時間（45 分）のうち 20 分の能動的学習時間と 20 分の家庭学習時間を

最低年間 160 日設けることをスローガンとして、指導書に明記した。また、能動的学習時間

と家庭学習時間確保の重要性を研修において強調した。その結果は、インパクト評価で以下

のように現れた。 

 

【授業中及び家庭での能動的な学習時間の増加】 

 介入群の方が比較群よりも授業中の生徒の能動的学習時間が僅かではあるが増加した。

プロジェクトが目標とする 20 分の能動的学習時間には到達しなかったが、介入群の教員に

よる授業では、比較群の教員による授業に比べて生徒の能動的学習時間がやや長かった59。

加えて、教員が宿題を出す頻度や、生徒が教科書と自分のノートを使用して家庭学習を行う

頻度が増加した。 

 また、日本人専門家によれば、新教科書を用いた授業が教員と生徒に浸透するに従い、教

員から指示がなくとも自ら練習問題に取り組む生徒が増えるなど、学習習慣・規律が身につ

く生徒が増えた。 

 

1.5. 学びの改善の結果 

インパクト評価の BLS では、調査対象である 2 年生及び 7 年生のいずれにおいても、介

入群と比較群の筆記試験の正答率に有意差はなかった。しかし、ELS では、介入群の正答率

が比較群に比べて、2 年生は 11.2 ポイント、7 年生は 2.5 ポイント有意に高く、学びの改善

の成果が確認できた。 

説明変数に介入群・比較群を表すダミー変数を含め、目的変数を試験得点とした回帰分析

の結果を表 36 に示す。2 年生、7 年生ともに、知識領域により大きな介入効果が確認でき、

基礎・基本を重視した ESMATE の教科書の成果と推察される。同様に、応用・推論領域で

も介入効果が確認できた。ESMATE の教科書は応用・推論領域の内容も含むため、同領域

の成績向上にも寄与したと考えられる。 

  

 
59 2 年生で約 3 分、7 年生で約 1 分の差が二群間で確認された。 
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表 36. 認知領域別の回帰分析結果 

 

2 年生結果 

 

7 年生結果 

出典：Maruyama (2019)  

 

1.6. 学びの改善に影響を及ぼしたと考えられるその他の要因 

 以下に、アウトカムに寄与したと考えられるその他の要因を示す。 

 

 ESMATE のチーフアドバイザーは、「算数大好き！」広域協力のチーフアドバイザー

として、対象国において 2006～2009 年に実施された技術協力プロジェクト「初等教育

算数指導力向上プロジェクト」を支援した。このほか、プロジェクト専門家全員が中米

地域で算数・数学教育協力に専門家や青年海外協力隊員として携わった経験を有して

おり、地域の教育事情に精通し、言語を自由に使用できたことが、対象国の生徒の学習

到達度や教員の指導能力に準じた教科書が作成できた一因と考えられる。 
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 2006～2009 年の「初等教育算数指導力向上プロジェクト」の教訓に基づき、本プロジ

ェクト詳細計画策定調査で先方政府と能力のある執筆者確保の重要性につき合意した

ことで、比較的能力の高い執筆者を確保できた。 

 日本人専門家及び C/P が県教育事務所を訪問し、プロジェクトの戦略・活動を丁寧に説

明し、教材の普及における全国 14 県の協力を取り付けた。また、各 C/P が担当する県

と頻繁に連絡を取り合い、中央と地方の密接な関係を構築し、密に連携することで、円

滑に教材が普及した。 

 ESMATE では、介入効果の検証のため、類似案件と比較して大規模かつ質の高い調査

をプロジェクト研究として実施した。生徒の学びの改善が効果検証調査により確認さ

れたことで、プロジェクトの活動の成果を C/P が実感でき、教材の更なる改善に対して

C/P を動機づけることができた。 

 

2. NICAMATE 

2.1. 教科書 

(1) ニカラグアのカリキュラム 

ニカラグアの国家基本カリキュラム（2009）は、コンピテンシーの概念に基づき策定され

た。同カリキュラムにおいて、コンピテンシーの概念に基づく教育は暗記偏重の従来型の教

育に代わるものであり、コンピテンシーとは知識を使って行動し成果を実現する能力とさ

れている。また、コンピテンシーは、概念的知、手続き的知、態度的知という 3 種類の知の

統合であり、個人・社会・自然または象徴的に重要な事項を理解、解釈、転換する能力と説

明される。数学的コンピテンシーは、基本的コンピテンシーの 1 つと位置づけられ、数学的

な概念や方法を理解、使用、応用、伝達することであり、数学的な知識や批判的思考、演繹・

帰納的な思考、推論能力を用いて現実のさまざまな問題を解決することを可能にするとさ

れている。 

 

(2) 数学科カリキュラム（Programa de Estudio) 

ニカラグアには、国家基本カリキュラムの下位文書として、各教科の学習内容や目的、評

価指標などを学年別に定めた教科別カリキュラムが存在する。プロジェクト開始前に使用

されていた 2009 年度版教科別カリキュラム（Programa de Estudio 2009）には、単元ごとの

学年コンピテンシーと横断的コンピテンシー、続いて目標、学習内容、推奨される学習活動、

評価方法が設定されていた。例として、8 年生の第 4 単元「多項式の計算」で育成が目指さ

れたコンピテンシーを表 37 に示す。 
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表 37. 2009年度版数学科カリキュラムで育成が期待されたコンピテンシー 

（8年生第 4単元「多項式の計算」） 

学年コンピテンシー 1．実践的な状況に関連づけて多項式の計算をする 

横断的コンピテンシー 1．尊敬・倫理・価値・文化に基づき共生の社会規範を推進する 

2．節約と消費のバランスを取りながら、国家・地域・国際的な経済の機能を

自覚する 

3．平和的な文化に貢献するため、多様な環境の人々と関わり、多様性と人間

の尊厳を尊重する 

出典：Ministerio de Educación (2009) 

 

学んだことを実生活に活かすことを意識してコンピテンシーが設定されたようであるが、

多項式の計算を実践的な状況に関連づける方法は示されず、多項式の計算を通じて横断的

コンピテンシーを育成する方法も示されていない。このように、以前の数学科カリキュラム

は、学習内容と学年コンピテンシー、横断的コンピテンシー、数学的コンピテンシーが明示

的には関連づけられていなかった。また、以前の数学科カリキュラムは、学習内容の系統性

が十分に配慮されず、日本など他国と比較しても難しい学習内容を多く含んでいた。例えば、

日本では中学１年生から 4 年間かけて段階的に学習する代数分野の内容（文字の式、文字式

の計算、文字式の利用、多項式の計算、整式の展開）が、同カリキュラムではすべて 8 年生

の 1 年間で学習する計画となっていたり、行列が 9 年生の学習内容であったりした。 

これらの数学科カリキュラムの課題に対応するため、NICAMATE 詳細計画策定調査にお

いて、プロジェクト開始前にニカラグア政府の責任で学年別学習内容系統表の改訂版（ドラ

フト）を作成することが合意され、R/D に記載された。そして、同国教育省の要請に応じ、

JICA の国際協力専門員と特別嘱託が同系統表の改訂を支援し、学習内容や学習の系統性を

整理した。プロジェクト開始後、プロジェクトチームは、改訂カリキュラム系統表（ドラフ

ト）に基づき各授業の目標などを定めた単元指導計画表を作成し、教科書を執筆した。単元

指導計画は、生徒にとってよりわかりやすいものとなるよう、診断調査の結果や教科書の試

行の経験に基づき、教科書完成直前まで見直された。 

その後、教育省内に、中等数学だけでなく、就学前段階から大学に至るまでの全教科のカ

リキュラムを改訂する委員会が発足し、カリキュラムの大改訂が行われた。中等数学に関し

てはプロジェクトの意見が尊重され、プロジェクトが作成した、基礎・基本を重視し、内容

を精選、系統性を整理した単元指導計画表に基づく、生徒のわかりやすさを追求した新数学

科カリキュラムが作成された。 

 

(3) NICAMATEが開発した教科書等 

【教科書】 

NICAMATE の教科書は、系統性が改善され、内容が精選されたユーザーフレンドリーな

教科書である。また、生徒による自力解決が重視されるとともに、問題解決型の学習を推進

するため、各単元の導入や章末問題などで実生活を題材にした問題も扱われている。以下、

NICAMATE が開発した教科書の特徴を示す（図 20 参照）。 
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教科書には各授業のねらいが明確に示されている。また、授業時間内に無理なく消化可能

な分量となるよう原則として 1 授業 1 頁とし、授業展開を意識して、主問題（P）→解法（S）

→結論（C）→練習問題（E）の 4 ステップを基本とした紙面構成とされている。S には問題

を解くための考え方や手順が示され、練習問題を解く手がかりとなるよう、E の前に例題を

含む頁も多い。平均的な能力の生徒が教科書を読んで理解し、教員の能力にあまり左右され

ることなく練習問題が解けるようになることが意図されている。総頁数は、内容の精選によ

り改訂前の教科書から約 40～50%減少した。 

これらの特徴は ESMATE の教科書と共通するが、基準となる年間授業時数は ESMATE 教

科書の 160 時限に対し、NICAMATE は 140 時限であり、ESMATE よりも少ない。同じ学習

テーマで比較すると、ニカラグアの生徒の実態を踏まえて NICAMATE 教科書の学習内容の

方が ESMATE よりも基礎・基本に徹している。例えば、9 年生の (𝑥 +a)(𝑥 +b) の展開をテ

ーマとする授業において、ESMATE では縦が𝑥 +1、横が𝑥 +2 の長方形を示し、その面積か

ら (𝑥 +1)(𝑥 +2) の答えを考えさせているが、NICAMATE では長方形の求積方法が分から

ない生徒がいるとの判断から、初めから (𝑥 +1)(𝑥 +2) の展開を出題して解説し、長方形の

面積を使った考え方は解説で補足的に取り上げるのみである。また、同じ授業の中で、

ESMATE では (𝑥 −5)(𝑥 +2) のように負の符号を含む多項式の問題も扱うが、NICAMATE で

は負の符号を含む問題は次時に扱うなど、問題配列をよりスモールステップとし、本時の内

容を絞り込むことで難易度を下げるとともに、練習問題の自力解決（能動的な学習）に十分

な時間が割けるようにしている。ESMATE 教科書は、同単元で三項式同士の積など日本の

教科書では通常扱っていない難しい学習内容まで扱うが、NICAMATE はこのような難しい

内容はあまり扱っていない。C/P の合意が得られず掲載することになった難しい学習内容は、

「チャレンジページ」に取りまとめ、教員と生徒が任意の学習内容であるとわかるようにし

ている。 

このほか、授業時間内に練習問題の解説まで辿り着けない教員や、宿題を確認しない教員

がいることが確認されていたことから、生徒が自分で答え合わせをして理解度を自己評価

できるようすべての練習問題の解答を教科書に掲載したほか、評価の質と実施率を向上さ

せるため、単元テストを教科書に掲載したことも特徴である。 
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出典：NICAMATE 作成 9 年生 数学教科書 p.11 

図 20. ニカラグア 9 年生数学教科書（乗法公式） 

 

【指導書】 

数学の知識が不十分な教員でも短時間で効率的に授業準備ができるよう、原則として 1 授

業 1 頁に、各授業の目標、指導上の留意点、教科書の縮小コピー、実践的な板書案が配置さ

れている。また、中等数学の問題を解けない教員が少なくないことから、途中式を省略しな

い詳細な解答が巻末に添付された。板書案には、授業準備が不足していても P, S, C, E のス

テップに従い授業が展開できるよう板書内容が整理された。 

 

主問題（学習課題）

解法：

・考え方と解き方が簡潔に説明

されている。

・この例では右側にヒントが示

されている。

結論（まとめ）：

・授業のポイントが一般化して

提示されている。ここでは乗法

公式4が強調されている。

教科書の学習内容の構成：

・原則として1時限分の学習内容が1頁に収められており、「（P）主問題」「（S）解法」「（C）結

論」「（E）練習問題」の4つのステップで構成されるが、この頁のようにEを解く手がかりとなるよ

う4ステップに加え「例題」が含まれる授業も多い。

・高学年では、三角関数や対数、双曲線の導入時など、Pではなく「(D)定義」から始まる授業もあ

る。

・Sには原則として最も平易な1つの解法が示されている。

・Eは基本レベルとし、平均的な学力の生徒であればSやCの情報を手掛かりに解ける構成となってい

る。応用的な問題は、章末問題あるいは問題集に含まれる。

練習問題：

・主問題や例題と同程度の難易

度の問題が配置されている。

例題：

・上述の乗法公式4を用いた解法

が示されている。また、練習問

題を解く手がかりとなるよう分

数を含む例題が示されている。
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【問題集（生徒用学習帳）】 

家庭学習での使用を想定し、持ち運びを考慮してレターサイズの半分の大きさの教科書

準拠の問題集が作成された。（旧教科書に準拠した問題集は存在しなかった。）問題集の内

容は、生徒による教科書の持ち帰りを許さない学校があると予想されたことから、教科書が

手元になくても問題を解く手がかりとなるよう、重要な公式や定理が各セッションの冒頭

に掲載された。毎日最低 20 分間程度の学習時間を要する問題が掲載されており、学力が比

較的高い生徒にも配慮し、教科書レベルの基本問題だけでなく、応用問題も含む。また、生

徒の自学自習のため、できるだけ計算プロセスを省かない解答が巻末に添付された。結果と

して、問題集全体の約 40～60%を解答が占めている。 

 

2.2. 教員の変容 

（1） 研修 

NICAMATE では、新カリキュラム・教科書の理解や使用に焦点を絞った演習型の導入研

修が実施された。中でも、授業時間（45 分間）のうち 15～25 分間を生徒による個別学習（自

力解決）やペア学習などの能動的な学習に当てるよう教材の導入研修で指導された。ニカラ

グアでは従来、能動的な学習が、生徒が黒板の前で発表したり、ゲームやグループ学習をし

たりするなど視覚的に動きのある学習と考えられていたが、プロジェクトでは、能動的な学

習を生徒の脳が活性化する学習と捉え、すべての生徒の能動的な学習を保障するために個

別学習（自力解決）の時間が特に重視された。また、教科書に示されたステップに対応した

構造的な板書技術に時間が割かれた。プロジェクトの導入した構造的な板書技術は、ニカラ

グアの教員に新しい技術と捉えられている。導入研修では、診断調査の結果に基づき、教員

になぜこのような教科書が開発されたかが説明された。 

 

（2） 教員の変容 

【目標・展開が明快な授業実践】 

研修 1 カ月後に全国各地で実施した授業モニタリングでは、教員がプロジェクトで開発

した教科書を用いて、教科書に示された学習ステップに沿って効率的に授業を実践してい

ることが確認された。また、構造的な板書技術を活用することで、以前よりも授業の目標や

要点、生徒の考え等を整理して示していた。結果として、授業の分かりやすさが向上した。 

 

【形成的評価や個別指導の実施】 

旧教科書を使用していた際は、授業で扱う問題の多くが複雑で難しく、ほとんどの生徒が

解けなかったため、教員が時間を掛けて問題の解き方を説明した。しかし、プロジェクトで

開発した教科書では、生徒の実態に合った難易度の問題とともに、解き方の手順が丁寧に示

されているため、教員の説明の負担が軽減された。教員が新教科書を使用して効率的に短時

間で説明できるようになったため、机間巡視をして生徒のノートを確認するなど形成的評

価の時間も確保され、個別指導する場面が見られるようになった。 
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2.3. 外部要因への働きかけ 

【授業時間数確保及びカリキュラム進捗管理向上の取り組み】 

学校運営の改善とピアプレッシャーの活用により、授業時間数の確保が目指された。指導

主事や校長の集会で、1 授業 1 頁の教科書により教科書の何頁目を教えているかを確認する

ことで、各教員や学校の実授業時数を凡そ把握することが推奨された。また、ピアプレッシ

ャーを活用するため、毎月最終金曜日にクラスター単位で開催される教科別の教員集会

（EPI）に、教員が単元テストの結果や板書計画を持参することがプロジェクトのフォロー

アップ計画の１つとされた。 

 

2.4. 学びの変容 

【授業中及び家庭での能動的な学習時間の増加】 

生徒の能動的な学習時間の確保のため、授業時間のうち 15～25 分間を生徒の自力解決や

ペア学習に当てるよう教員に対して指導され、教室で実施された結果、教材の導入から 1～

2 カ月すると生徒がある程度パターン化された授業の流れに慣れて、特に教員からの指示が

なくても自ら問題を解くようになった。また、生徒がお互いに教え合い、意見を交換する姿

が見られるようになった。さらに、家庭での学習時間増加のため、授業時間内の個別学習の

時間だけでなく、毎日、教科書や問題集を活用した最低 20 分間の家庭学習が推奨された。 

 

【生徒による理解度の自己評価】 

 NICAMATE では、練習問題の自力解決の時間を十分に取ることと合わせて、授業中に解

いた問題の答え合わせを行い、生徒が自分の理解度を確認することの重要性を指導した。し

かし、試行段階では、教員が机間巡視の際の個別指導に気をとられ、教室全体での解答の確

認が疎かになる授業が多くみられた。そのため、NICAMATE では教科書に全練習問題の解

答を掲載し、少なくとも生徒が自分で答え合わせを行い、理解度を自己評価できるようにし

た。生徒が自分の答えがあっていることを確認することで達成感を味わい、学習意欲が高ま

る様子が確認された。 

 

2.5. 学びの改善の結果 

BLS と ELS で共通する問題の平均正答率を比較したところ、比較群の多くの学校では、

正答率が横ばい、あるいは低下したが、介入群のほぼすべての学校で正答率が 1～14 ポイン

ト向上した（図 21 参照）。教科書のバリデーションを行った 2018 年は、ニカラグアの国

内情勢が急速に悪化し、地域差・学校差はあるものの、授業時数の減少、生徒が登校を控え

るなど、学習にとってネガティブな影響があった。これが比較群・介入群を問わず成績の低

下傾向の一因となったと考えられるが、そのような困難な状況下でも、介入群の学校では成

績の改善傾向が見られた。また、ELS 時の授業観察で確認された教員の実践とその教員の生

徒の成績の変化を比較すると、必ずしも教え方の上手な教員が受け持つ生徒の成績が伸び

ているわけではなかった。成績が伸びているクラスでは、いずれも授業中に個別学習で生徒

が練習問題を解く時間が、プロジェクトが定めた最低限の基準である 15 分間以上確保され

ており、教員の指示が不明瞭であっても自発的に問題を解く生徒が多かった。また、介入群
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の学校では、ELS のテストにおいて、正答でなかった場合でも、問題に取り組んだ形跡とし

て途中式が記載された生徒の答案用紙が多かったほか、試験時間が終わるまで粘り強く問

題を解こうとする生徒が増えるなど、生徒の態度変容が見られた。 

 

出典：KRC 作成 

図 21. 介入群における BLS と ELS の共通問題の平均正答率 

 

2.6. 学びの改善に影響を及ぼしたと考えられるその他の要因 

・ ニカラグアの教員は、上からの指示に真面目に従うという行動特性がある。NICAMATE

の授業展開を意識した簡潔な紙面構成の教科書が、結果的に彼らの行動様式に合って

いたと考えられる。 

・ ニカラグアの教員は、毎授業の授業ノートを教育省が定めた形式に沿って作成する対

価として給与を受け取ることができると考えており、ほとんどすべての教員が毎授業

の授業ノートを作成していた。教育省が、プロジェクトで提唱した板書計画を授業ノー

トに代わり教員が用意すべきものと明言したことで、教員は安心してその指示に従っ

て板書計画を準備し、また、教科書に示されたステップに沿って、1 時限に 1 頁の内容

を扱うようになった。 

 

3. CREATE 

3.1. 教科書 

(1) ミャンマーのカリキュラム 

ミャンマーのカリキュラム（カリキュラムフレームワーク（2019 年 3 月最終化））は、

すべてにおいて調和のとれた発達（「五大能力」）、「21 世紀型スキル」、すべての教科の

同等な扱いという三つの基本的な考え方で構成されている（JICA, 株式会社パデコ, 株式会

社国際開発センター, 教育出版株式会社, 2019）。図 22 にミャンマーの五大能力モデルを示

す。五大能力とは、知的能力、身体的能力、道徳倫理的能力、社会的能力、経済的能力を指

す。 
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出典：JICA, 株式会社パデコ, 株式会社国際開発センター, 教育出版株式会社（2018, p.3-2） 

図 22. ミャンマーの五大能力モデル 

 

「21 世紀型スキル」とは、米国の 21 世紀型学習共同事業（P21）が開発した能力モデル

であり、教科・21 世紀の課題、学習スキル・革新スキル、ライフスキル・職業スキル、情

報・メディア・テクノロジーのスキルである。 

これらの能力・スキルの育成のため、同カリキュラムは、初等教育における算数科を含む

10 の学習区分（Area）を定め、区分別学年別の授業時数を定めている。また、効果的な教

授・学習方法として、生徒中心型アプローチ（Child Centered Approach：CCA）に言及する

（表 38 参照）。さらに、形成的評価を含む評価方法を詳述している。 

 

表 38. カリキュラムが例示する CCA 

・ 支援的な学習環境を作り出す 

・ 省察的思考と行動を促す 

・ 新しい学習の関連性を高める 

・ 学習の共有を促す 

・ 学習した内容と経験に繋がりを持たせる 

・ 十分な学習の機会を与える 

・ 教授と学習の関係を検討する 

出典：プロジェクト関係者からの入手資料（The Basic Education Curriculum Framework（2020 年 1 月受領） 

 

(2) ミャンマーの算数カリキュラム 

CREATE の活動を通して、カリキュラムフレームワークが目指す資質・能力の育成のた

め、初等教育全 10 学習区分（教科）のカリキュラムアウトライン（教科別カリキュラム）

が開発された。初等算数科カリキュラムの目標を表 39 に示す。目標に加え、各学年・領域

（数、図形、測量、数量関係）の目標や学習内容も記載されている。 
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表 39. ミャンマーの算数科カリキュラムの目標 

 初等算数教育は、生徒の算数的知識と理解、技能、思考、態度を育成し、生徒が初等教育修了時に以

下に示す資質・能力を身につけるよう企図されている。 

・ 数、数量、図形、データの表現に関する基礎的な算数の知識と技能を身につける（知識・理解、技

能） 

・ 問題解決の過程で、論理的に推論、説明ができるようになる（思考） 

・ 学習時と同様に、算数の知識・技能を日常生活の問題に活用することができる（知識・理解、技能） 

・ 算数の考え方やアプローチの利便性に気づき、そのよさがわかる（態度） 

出典：プロジェクト関係者からの入手資料（Curriculum Outline as of 7th December 2018） 

 

(3) CREATEが開発した教科書と指導書 

【教科書】 

CREATE は、開発した算数科教科書の構成及び活用法を表 40 のように示している。 

 

表 40. 教科書の構成及び活用法（3 年生算数科指導書より） 

・ 教科書は生徒の学習及び教員の指導に焦点をあて、問題解決型授業の実施を目的とした構成となっ

ている。 

・ 各単元において、問題解決型学習アプローチ60が広く導入されている。 

・ 教科書は、学習活動を通して生徒の数学的思考及び表現力を育成するようデザインされている。 

・ 形成的及び総括的評価により生徒の理解の程度を測ることに評価の焦点が当てられている。 

出典： Ministry of Education, Government of the Republic of the Union of Myanmar. (2019b)  

 

問題解決型の授業の実現のため、教科書は、本時の問題の提示、個別またはグループでの

問題解決、解法・アイデアの共有、まとめの 4 段階で構成されている。また、生徒の数学的

思考及び表現力の育成のため、試行錯誤する、図を描く、パターンを見つけるなどの機会が

多く提供され、図や数式、言葉、具体物・半具体物を用いた多様な考え方を紹介することで、

生徒がより深く問題を理解し、分析できるようになっている。さらに、教員が提示された問

題の解法を与えるのではなく、生徒自身が解法を発見することで生徒の数学的思考と表現

力を育成し、また生徒が自らの考えを発表・説明することで生徒のプレゼンテーション能力

を育成することができるよう構成されている（Ministry of Education, Government of the 

Republic of the Union of Myanmar, 2019b）。例えば、小学 3 年生の立方体・直方体の導入で

は、身の回りにあるものを用い、生徒の学習への興味を喚起し、本時の学習に繋げるよう工

夫されている。指導書は、同授業のはじめの活動をペア学習またはグループ学習、続く活動

結果のまとめを個別学習で取り組むよう示している。図 23 に CREATE の教科書の紙面を

示す。ESMATE は 4 桁のたし算、CREATE は 3 桁のたし算であるが、両者ともに 3 年生の

 
60 各単元の導入部分で、日常生活の場面での問題を用いて、生徒に新しい算数のコンセプトを学習する必

要性への気付きを与える。その後、新しいコンセプトへの理解とスキルを習得することに焦点を当てるた

め、多くは日常生活の場面とは切り離した問題が与えられる。最後に、新しい算数のコンセプトとスキル

を日常生活の問題に応用することに焦点が当てられる。（Ministry of Education, Government of the Republic of 

the Union of Myanmar, 2019b） 
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繰り上がりのあるたし算の導入授業である。 

 

 

出典： Ministry of Education and Government of the Republic of the Union of Myanmar.（2019a, pp.10-11） 

図 23. ミャンマー初等 3 年生算数教科書 

（和が千以上になる繰り上がりのある 3 桁のたし算） 

導入（復習）：

・2年生既習事項の復習。

・問題の解法の説明は

なく、数字カードのイ

ラストにより生徒の考

えを引き出す。

問題提示：

・新しい問題に対する

生徒の思考を促すよう

な、数字カードのイラ
ストやキャラクターを

活用。

解法：

・筆算による計算方法

に絞り、計算手順を説

明。

・学習のまとめ「筆算

の計算方法」を強調。

教科書の学習内容の構成：

・既習事項を使って考えることができる比較的易しい問題から発展的な問題へ徐々に

難易度を高くしている。

・解法を示す際には、児童の多様な考えを引き出すよう、説明ではなく、ヒントとな
るような視点が示されている。

・練習問題では、本時の学習内容の確認に加え、発展的な問題を含むことで、児童の

応用的な技能の育成を図っている。

練習問題：

・問題(a)には、ペー

ジ上部の例題と同程度

の難易度の問題を配置。

・理解のはやい生徒の

ための発展的な問題も

含む。
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毎時の展開は、まず既習事項の復習から新しい学習を導入し、生徒の考えを促すためのヒ

ントを示すことで、生徒自身に考えるきっかけと自分の考えを発見する機会を与えている。

また、教員が生徒に考えの共有を促すよう指導することが示されている。ESMATE の教科

書とは異なり、三桁の数同士の足し算のアルゴリズムを示した欄にステップごとの説明は

記載されていないため、生徒が自ら解き方を発見できるような教員の指導が重要となる。練

習問題には繰り上がりが連続する問題や繰り上がりの後に空位の 0 が必要な問題も含まれ

るが、これらの問題の解き方は同じ頁には示されていないため、生徒に高いレディネスが求

められる。練習問題として基礎能力の定着を図る基本問題とともに、考える力を伸ばすため

の発展問題も出題されている。 

 CREATE の教科書も、ESMATE 教科書・NICAMATE 教科書と同様、基本的な流れは、演

習問題の提示、解法、結論、演習である。ESMATE と NICAMATE の教科書は、原則 1 授業

1 頁と単純で、授業の切れ目が教員・生徒双方にわかりやすく、また、教科書紙面に導入問

題の解法が記載されているため、生徒は自分で教科書の説明を読めばある程度理解できる。

他方、CREATE の教科書は、指導書に各授業で指導すべき範囲が明記されているが、教科書

紙面から授業の区切りは簡単には判断できない。また、教科書から導入問題の解法は直接的

には読み取れず、教員が解き方を説明する必要がある。すなわち、ESMATE と NICAMATE

の教科書が生徒の自力解決を促すことに重点を置く一方で、CREATE の教科書は、教員の

指導力を信頼し、生徒同士の学び合いがより重視された紙面になっている。 

 

【指導書】 

指導書には各単元のはじめに、単元の目的、指導時間、各授業で扱う内容と評価の基準、

既習事項、指導のポイントが記載されている。さらに、教科書の紙面（縮小版）が中心に配

置され、その周りに各授業の学習目標、必要な教具、指導の流れ、例題・問題の解答等が示

されている。記載されている教員の活動の多くは「生徒に〇〇をさせる」となっており、指

導書に沿って授業を行うことで、教員は生徒に考える機会を容易に与えることができる。ま

た、教科書・指導書の使用により、教員が構造的、直接的かつ明快に指導できるようになり、

生徒が適切な学習活動を行う機会を提供できるようになっている。 

 

3.2. 学力評価（アセスメント） 

試験問題作成のためのアセスメント参考書が、生徒の 3 つの認知領域（「知識」「理解」

「応用（及びより高次の思考スキル）」）を評価すべきとすることから、指導書（算数）に

は、算数における知識・理解・応用の 3 階層における具体的な問題例が示されている（図 24

参照）。先述のとおり、指導書には、各授業の学習目標と学習活動、評価基準の関係が示さ

れている。毎年実施される導入研修においても、アセスメントは中心的課題として全体セッ

ション、教科別セッションで指導されている（CREATE, 2019）。 



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

102 

 

 

 

 

出典：Ministry of Education and Government of the Republic of the Union of Myanmar.（2019b, pp.8-9） 

図 24. 指導書における算数のアセスメント（一部抜粋） 

 

3.3. 教員の変容 

（1） 研修 

CREATE には、カリキュラム・教科書・アセスメントコンポーネントと並行して、教師教

育コンポーネントが設置され、各教科 1 名ずつ教師教育担当 C/P が配置されている。同コ

ンポーネントでは、毎年 1 回約 20 万人の全国初等教育教員を対象とした 14 日間研修を計

画し、研修教材を作成、指導者研修（ToT）を実施する。また、教育省は CREATE と連携

し、地方教育行政レベル（州／管区、ディストリクト、タウンシップ）の行政官各 1 名を対

象とした管理者対象研修を毎年 1～2 日間の日程で実施している61。同研修では、教育行政

官が教員の新カリキュラムの実践を指導・支援するため、新カリキュラムの目的・特徴、新

 
61 2018 年 12 月に実施された第 3 回管理者研修は、効率的な実施のため、中等教育カリキュラム改訂を支

援する ADB と 1 日ずつ（小学 3 年生（CREATE）・中学 1 年生（ADB））の実施とされたが、参加者が必

ずしも第 1・2 回管理者研修の受講者ではなく、1 日間での研修では不十分であったため（JICA, パデコ, 

IDCJ, 教育出版（2019））、2019 年 12 月の第 4 回管理者対象研修は 2 日間の日程とされた（CREATE（2020））。

第 3 回管理者対象研修には、EC 教員（全国の EC25 校から各 1 名）も参加した。 
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教科書・指導書の特徴及び新カリキュラムの授業の実践例等が扱われている。さらに、行政

官が各地域において現職教員対象研修を実施・運営できるよう、教員研修の概要の説明と、

各地域の研修実施計画立案の時間が取られている。 

 

（2) 教員の変容 

【目標・展開が明快な授業実践】 

 現地調査で観察した新カリキュラムの 3 年生の授業では、教科書が活用され、指導書の流

れに沿って授業が行われていた。同授業の目標は「身の回りのものの重さを測る」であり、

1）1 kg の物体を手に持ち、重さを体感する、2）グループに分かれ、身の回りにあるもの（筆

箱など）の重さを推測する、3）実際に重さを計測する、の 3 つの活動が計画されていた。

実際の授業も目標と活動が一致し、活動の展開が明快であった。 

 

【問題解決型授業の実施】 

上記「身の回りのものの重さを測る」授業では、教員が与えるヒント（実際の物体を手に

持ち 1 kg を体感させる）をもとに、生徒全員が身の回りの重さを推測する学習活動を行っ

た。また、その結果をグループ内・クラス内で共有し、実際に重さを測定し、自身の推測が

正しかったかどうかを確認した。同授業の流れは、指導書に記載されている問題解決型授業

の流れと合致していた。 

CREATE が実施した第 3 次調査の教員質問票の結果によると、介入群の教員は、授業中

に生徒の積極的な発言を促すこと、ペアワークやグループワークを活用すること、生徒の理

解度の把握などをより意識していた。授業中に生徒に教科書を使用させ、新しい学習内容に

対しては、教科書やワークシートを使って生徒に個別学習を行わせると回答した教員も多

かった。第 4 次調査では、教員について、以下の項目において、介入群の方が比較群よりも

評価が有意に高く、教員の変容が伺えた。 

・ 生徒間の共同学習促進のためにペア、グループワークを行っている。 

・ 授業中に教員が教科書の使い方を生徒に指導している。 

・ 教員は授業中に個々の生徒の取り組みを見ている。 

・ 教員は授業の最後に、生徒に学んだことを共有させている。 

このように、教員は、授業に「個別またはグループでの問題解決」や「解法・アイデアの

共有」を多く取り入れており、生徒が問題に取り組む時間を確保している。 

 

【数学的思考及び表現力の育成】 

 上記第 4 次調査の結果、介入群の授業では「教員は授業中に一方的に話し続けたり、生徒

に復唱ばかりをさせたりしていない」及び「教員は正答を教えるのではなく生徒の考えるプ

ロセスを促すように働きかけている」の点数も比較群の授業を上回っていた。 

実際に観察した旧カリキュラムで学ぶ 5 年生の授業は、教員が算数の問題文を読み、公式

を板書し、生徒に公式を復唱させる授業であったのに対し、新カリキュラムで学ぶ 3 年生の

授業では、教員が新教科書・指導書の記載に則り授業実践を行うことで、先述のように生徒

自らが問題に取り組み、解法を考える時間やその解法や考えを他者と共有する時間が確保



プロジェクト研究「教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチのレビュー」業務完了報告書 

104 

 

 

されていた。このような授業実践を通し、生徒の数学的思考・表現力が育成されていると考

えることができる。 

 

3.4. 学びの変容 

【学習活動の多様化】 

現地調査で授業観察を行ったところ、旧カリキュラムによる授業と新教科書を使用した授

業ともに一定程度、生徒が活動する時間が確保されていた。これは、新教科書導入前に、

JICA「児童中心型教育教育強化プロジェクト」による CCA 研修が実施されていたこと、

新カリキュラム導入研修がすでに全教員を対象として 2 回実施済みであることによると思

われる。ただし、旧カリキュラムによる授業における「活動」は、問題演習に限られてお

り、教員が解法を示す場合もあった。新カリキュラムによる授業では、先述の「身の回り

の重さを測る」授業のように、教員の発問に対し、生徒が考える（推測する）時間、その

考えを発表・共有する時間が確保されていた。 

 

【問題解決に取り組む学習時間の増加】 

 指導書には、教員の活動のほとんどが、生徒に活動を促す、生徒の考えを問う形で記載さ

れているため、指導書に沿い授業を実践すれば、上記のように生徒の活動時間を確保するこ

とができる。さらに、新教科書には、問題の考え方を示したイラストやヒントが記載されて

おり、生徒が自ら解法を考える助けとなっている。このように、新教科書・指導書を用いて

授業を行うことで、生徒が問題解決に取り組む時間が増加し、数学的思考及び表現力の育成

に繋がると考える。 

 

3.5. 学びの改善の結果 

 CREATE のインパクト調査では、知識、理解及び基礎的な技能に焦点を当てた従来式問

題（Traditional Type Question：T-Type）、及び批判的思考力や問題解決能力に焦点を当てた

新形式問題（New Type Question：N-Type）を、全問題数に対して約半数ずつ出題している。

第 3 回調査では、新カリキュラム下の 1 年生を介入群、旧カリキュラム下の 1 年生を比較

群①、2 年生を比較群②とした。第 4 回調査では、新カリキュラム下の 2 年生を介入群、旧

カリキュラム下の 2 年生を比較群①、3 年生を比較群②とした。第 3 回、第 4 回調査のいず

れにおいても、介入群の正答率が比較群①の正答率をいずれの問題形式でも上回った。図 

25 に第 4 回調査結果を示す。従来式問題については、新 2 年生（NG2）は旧 3 年生（OG3）

の成績には及ばないが、批判的思考力や問題解決能力に焦点を当てた新形式問題では、旧 3

年生の結果も上回っている。同結果から、新カリキュラムの下で算数カリキュラムが育成を

企図した論理的思考力が強化されているとみなすことができる。 
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凡例：T_type（従来式問題）、N_Type（新形式問題）、OG2（旧カリキュラム 2 年

生）、NG2（新カリキュラム 2 年生）、OG3（旧カリキュラム 3 年生） 

出典：CREATE（n.d., p.35） 

図 25. 第 4回インパクト調査結果 

 

3.6. 学びの改善に影響を及ぼしたと考えられるその他の要因 

・ CREATE 開始前に JICA の協力である「児童中心型教育教育強化プロジェクト」による

指導書開発や現職教員研修などにより、児童・生徒が興味や関心をもって授業に参加す

るための学習活動を取り入れた授業実践の取り組みが開始されていた。 

・ プロジェクト総括（「CESR フェーズ 2」（2013））、教科書開発チームリーダー（開

発調査「基礎教育改善計画調査」（2001-04）、「CESR フェーズ 3」（2013-14））、教

師教育チームリーダー（開発調査「基礎教育改善計画調査」（2001-04）、教育政策アド

バイザー（2014-16））を含む多くのプロジェクト専門家が、プロジェクト開始前から

対象国における教育協力に関与し、プロジェクト開始時点ですでにミャンマー教育に

ついての深い知見を有していた。 

・ ミャンマーの新カリキュラム導入に当たり、CREATE により、算数だけでなく初等全

教科のカリキュラム改訂、教科書開発、教員養成・現職教員研修、アセスメントが包括

的に支援されており、新カリキュラム導入によって引き起こされる教員や生徒の混乱

が低減した（JICA, 2019c）。 

・ 新カリキュラムの実施に対する保護者や社会の理解促進のため、効果的にテレビドラ

マやテレビコマーシャルとはじめとした広報資料が活用された。 
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4． まとめ 

 ESMATE、NICAMATE、CREATE の分析を通し、これら 3 案件では授業における生徒の

学びが改善したことが確認された。また、教科書開発において主に以下の特徴がみられた。 

 カリキュラムを適宜改訂し、精選した学習内容を系統的に配列した 

 生徒の学習や教員の授業実践の現状把握に基づき、教材の執筆方針を策定した 

 優秀な教材執筆者を確保した 

 試行を通して、教材の質を向上させた 

 教科書を適時に配布した 

 授業実践に役立つ指導書の配布、導入研修の実施、教員の学び合いの場の提供などによ

り、教員の教科書活用を促進した 

ESMATE、NICAMATE、CREATE の経験から抽出した、JICA の教科書開発案件により達

成された成果と成果達成に寄与した主な介入、また、学びの更なる改善のための課題と今後

期待される介入を図 26 に示す。 

 

 

出典：KRC 作成 

図 26. JICA の教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチ 
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4.1．教科書開発案件により達成された成果 

(1) 授業における学びの改善 

 対象 3 案件のレビューによると、教科書開発案件が実現を目指した学びは「能動的な学

習」と表現できる。日本が現行学習指導要領（平成２９年度告示）を通して、「主体的・対

話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進するのと同様、エルサルバドルは同国カリ

キュラムにおいて、指導・学習方法は「問題解決」「学びの活用」「開かれた、柔軟で永続

的な学び」「生徒の興味・関心に近い場面の考慮」「生徒の能動的な役割」の要件を満たす

必要があるとした。ESMATE は、診断的調査の結果を踏まえ、現時点で取り組むべき能動

的学習の形を、個人で自立解決を行う学習、またはペアやグループで互いの解法や考えなど

を共有するインタラクティブな学習とした。NICAMATE は、生徒による自立解決が重視さ

れ、実生活を題材にした問題も扱うことで、問題解決型の学習を推進した。CREATE でも、

問題の提示、個別またはグループでの問題解決、解法やアイデアの共有、まとめの 4 段階か

らなる問題解決型授業の実現を通して、生徒の論理的思考力の強化が目指された。 

本章の分析の結果、ESMATE、NICAMATE、CREATE は、それぞれの国が目指す能動的

な学習を実現したと結論づけられる。思考力の育成を重視する CREATE では、生徒の多様

な考えを引き出す工夫を教科書に盛り込み、教員による指導方法を指導書に明確に示すこ

とで、生徒の能動的な学習を保障した。ESMATE と NICAMATE は、1 授業につき 20 分間

程度の能動的な学習時間を設けることを前提に教科書を開発した。両案件の教科書は、生徒

が教科書の説明を手掛かりに練習問題に取り組むことができる構成であり、教員の指示が

なくとも自ら練習問題を解きだす生徒が多く見られるようになった。3 案件には、個別学習

に加え、ペア学習やグループ学習など、生徒が自分の考えを表現し、共有する活動も多く導

入された。このように、3 案件では、能動的な学習が達成された。 

 

(2) 質の高い教科書 

3 案件で開発された教科書は一様ではなかったが、各国の教員や生徒の現状を踏まえ、そ

れぞれのカリキュラムで定められた資質・能力を育成するよう工夫されていた。ESMATE と

NICAMATE は基礎・基本を重視し、教員の能力に過度に依存しない教材を作成した。他方、

CREATE は思考力の育成を重視し、教員には比較的高い指導技術と指導書の使用を求め、

比較的高いレディネスが形成された生徒を想定した教科書を作成した。3 案件ともに授業展

開を意識して紙面を構成したが、ESMATE と NICAMATE は学習ステップをより明確に示

した。3 案件は共通して、学習過程や難易度が生徒の実態に合い、教員が使いやすい教科書

を作成した。学習内容は系統的に、問題は難易度が徐々に上がるように配列され、現実的に

消化可能な分量の学習内容で構成された。また、各授業の学習到達目標が明快であり、生徒

の能動的な学びを促進するよう、授業展開がおおむね統一された（学習目標・課題の把握、

自力解決の時間、他者との考えの交流、自己評価・振り返り）。 

 

(3) 教科書を活用した授業実践 

3 案件の授業は、教員が開発された新教科書を使用することで、目標と展開が明快で、学
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習形態（個別学習、協働学習（ペア学習、グループ学習）、一斉学習）が効果的に使い分け

られた。また、生徒が自ら考える場面や他者と考えを交流する場面が設けられ、タイムマネ

ジメントも意識されていた。さらに、机間巡視やノートチェックなどによる形成的評価に基

づき生徒の理解度が把握され、生徒のニーズに応じた適切な学習支援が行われていた。

ESMATE と NICAMATE では、授業ごとに具体的な評価問題が定められ、評価問題の正答率

を確認することで、授業目標の達成度を把握するよう教員は指導された。CREATE では、指

導書において各授業の学習目標に対応した評価の基準が示された。加えて、3 案件では、生

徒が学んだ内容を理解した達成感を味わい、学習意欲を高めるよう、教員による形成的評価

だけでなく、生徒が自身の学びを自己評価するため、授業の最後に答え合わせや振り返りを

行うことが推進された。ESMATE では、生徒に自己評価させ、間違えた問題に再び取り組

ませることが推奨された。NICAMATE は、すべての練習問題の解答を教科書に添付し、生

徒が自分で答え合わせをして理解度を確認できるようにした。CREATE は、授業の最後に

振り返りの場を設けて、生徒に授業で学んだことを共有させるよう教員に対して指導して

いる。 

 

4.2. 教科書開発案件による主な介入 

(1) 教科書の開発 

 質の高い教科書の開発のためには、良質なカリキュラムの存在が不可欠である。対象 3 案

件は、教科別カリキュラム改訂を支援し、生徒の発達段階に則し、かつ精選された学習内容

が系統的に配列された教科書を作成した。CREATE では、カリキュラム改訂がプロジェク

ト活動の一環であった。他方、ESMATE と NICAMATE では、R/D において教科別カリキュ

ラムの必要に応じた修正を合意したうえで教科書の開発を進め、結果として、開発した教科

書に基づき先方教育省が教科別カリキュラムを改訂した。 

 また、CREATE では案件開始前の専門家による支援により把握された生徒の学習状況や

教員の授業実践、授業時数等の現状などに基づき、プロジェクト開始後、教科書執筆方針が

策定された。ESMATE と NICAMATE は、算数・数学テストや授業観察、調査結果取りまと

めなど診断的調査の実施を通じて、生徒の学習到達度、教員の教科知識レベル、授業の準備

や実践の特徴、教員が授業準備に割ける時間、授業時間数の確保状況、学校運営などの現状

を把握し、C/P の気づきを促した。 

 教科書開発期間が限られていた ESMATE と NICAMATE では、優秀な執筆者の確保が質

の高い教科書の開発のための鍵であった。両案件では、柔軟で学ぶ意欲が高い大学生や大学

を卒業して間もない若い C/P が活用された。特に NICAMATE では、C/P 候補者の若手の大

学教員に中等レベルの数学テストを実施し、基準に満たない教員は不採用にするなど、優秀

な執筆者を厳選してチームが補強された。 

 3 案件に共通して、十分に教科書ドラフトが試行され、教科書の質の向上が図られた。実

施期間が限られるなか、NICAMATE は、プロジェクトオフィスから徒歩で訪問できる学校

を試行協力校としたり、1 回目の試行のあと、修正した教材を別のクラスで試行したりする

など工夫した。 

 CREATE、ESMATE では国家予算、NICAMATE では他の開発パートナーの予算が活用さ
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れ、開発した教科書が適時に印刷・配布された。 

 

(2) 開発した教科書の使用促進（指導書開発、導入研修）、教員の振り返り・学び合いの場

の提供、教員養成課程における教科書・指導書の活用 

3 案件において、開発した指導書を活用して、現職教員への教科書導入研修が実施された。

同研修においては、教員が教材を納得して使用できるよう、教科書の使用方法だけでなく、

そのねらいや意図が説明された。CREATE では、全教科を教科書開発の対象とする強みを

生かし、毎年 14 日間にわたる導入研修が全初等教員・校長を対象として実施されている62。

教員は繰り返し研修を受講し、習ったことを毎日全教科の授業で実践することで、新カリキ

ュラムの理念と新教科書への理解を日々深めている。また、校内研修の重要性と実施方法が

指導されている。ESMATE では、1 回限りの教科書導入研修ではなく、継続的な教員への支

援が実施された。教員は、近隣の学校に定期的に集まり経験を共有する既存の集会型モニタ

リングに、プロジェクトで開発した単元テストの結果を持参するよう求められた。教員間の

ピアプレッシャーの活用により、授業時数が確保され、単元テストの実施率が向上した。集

会型モニタリングは、単元テストの結果共有とともにその結果を踏まえた教員の実践経験

を共有する振り返り・学び合いの場としても活用された。教員は、指導主事の指示に従うだ

けではなく、自らの実践を振り返り、指導の改善のために何をすべきかを考えはじめた。

NICAMATE でも、既存の制度を活用した活動として同種の取り組みがフォローアップとし

て計画された。 

 また、3 案件で開発された教科書・指導書が教員養成機関に配布され、積極的な活用が図

られた。CREATE では、UNESCO と協力して EC 算数科指導法講座シラバスと教科書の改

訂が支援されたほか、教員に対する研修だけでなく、学生への補講も実施されている。

ESMATE でも、大学教員養成課程の算数・数学科指導法講座シラバス・教科書の改訂と、

教員に対する研修が行われた。NICAMATE では、数学指導法関連講座の改訂シラバスが作

成され、同シラバスの正式承認前から、開発した教科書を活用した授業が行われ、プロジェ

クトの推奨する指導法が導入された。 

 

(3) 家庭学習の促進 

生徒の能動的な学習時間の増加のため、ESMATE と NICAMATE では自習用教材（問題

集）が開発され、家庭学習の習慣化が図られた。また、生徒が主体的に自習に取り組むよう、

ノートチェックの重要性が教員に対して研修で指導された。さらに、単元テスト案を作成し、

教員に実施を促した。CREATE では、新教科書を使用した新しい教育活動に対する保護者

や関係者の理解を促進するための広報活動が行われた。ESMATE でも、保護者を対象とし

た啓発活動が実施された。 

 

 

 

 
62 2020 年 7 月に実施された 4 年生教科書の導入研修は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、当初

予定を変更して実施され、全教員対象研修は 6 日間に短縮された。 
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4.3. 教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチの今後の課題と期待される介入 

(1) 年間を通じた授業における学びの改善 

 ESMATE、NICAMATE、CREATE において授業における学びの改善が確認されたが、授

業における学びの改善とともに、特に学習の積み重ねが重要な算数・数学では、未習事項を

出さないよう、カリキュラムの確実な消化が必要である。3 案件を含む多くの調査対象国で

生徒の算数・数学試験結果が向上したものの、更なる学びの改善を図るには、年間授業時数

の確保が課題として残されている。 

年間授業時数の増加の試みが実施されなかったわけではない。ESMATE では、授業時数

の確保及び授業進捗の管理の促進を目的として校長に対する啓発活動と全国の県教育事務

所に対する随伴指導が行われた。NICAMATE では、1 授業 1 頁の教科書であることから、

教科書の何頁目を教えているかを確認して実授業時数を把握することが、指導主事や校長

の集会で推奨された。CREATE では、校長も現職教員研修の対象として新カリキュラムの

理解が図られた。今後、教員の勤務状況の管理、生徒の出席状況の管理、実授業時数や評価

のための時数の管理など、年間授業時数の確保のための介入の強化が期待される。 

 

(2) 学びの更なる改善 

年間授業時数の確保により授業における学びが年間を通じて改善されるだけでは、学び

の改善にはいまだ不十分である。特に算数・数学では教科の特性として、授業外の学習時間、

すなわち家庭学習の習慣化による技能の習熟が不可欠である。現在のところ、ESMATE、

NICAMATE などで家庭学習の促進が行われているが、今後、家庭学習を習慣化させること

が学びの更なる改善のために必要である。 

 

(3) カリキュラム・制度の整備及び予算の確保 

 日本では約 10 年ごとに学習指導要領が改訂されているように、社会や生徒の変化に応じ

たカリキュラムの見直しは不可避である。学びの改善が見られた国においても定期的にカ

リキュラムを改訂し、新カリキュラムに準拠した教科書・指導書を開発、印刷・配布する必

要がある。また、新カリキュラムに準じて評価制度を改革したり、授業時数管理制度の運用

を見直したりするなど、継続的な教育制度の改善努力が求められる。 
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第６章 JICAの教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチの

更なる課題と改善の方向性（提言） 

 

 第 5 章では、ESMATE、NICAMATE、CREATE を取り上げ、授業の変化を確認し、JICA

の教科書開発案件がどのように授業における生徒の学びを改善したか、学びの更なる改善

のためには何が必要かを確認した。本章では、教科書開発案件を通じた学びの改善アプロー

チの更なる課題を整理し、教科書開発案件の改善の方向性を導出、提案する。 

 

1． 教科書開発案件を通じた学びの改善アプローチの更なる課題 

1.1. 学力評価（アセスメント）の改善への支援の蓄積 

 現在のところ、国家レベルの学力評価（アセスメント）システムへの JICA の協力実績は、

CREATE とエチオピア「理数科教育アセスメント能力強化プロジェクト」（2014 年 9 月～

2017 年 9 月）に限られている。カリキュラム改訂とともに、学力評価の改善は学びの改善

に大きな影響を与える。今後、同分野への協力を蓄積し、学びの改善アプローチを再評価す

ることが必要である。 

 

1.2. クリティカルな介入・活動の特定 

「学びの改善アプローチ」は包括的であり、学びのサイクルすべてに対応するには多大な

投入が必要である。先方政府の要請に基づき、全 10 教科を対象とし、学びのサイクルすべ

ての 4 要素を支援した CREATE では、644.7 人月（予定）に及ぶ日本人専門家投入が必要で

あった。これは、民政移管後のミャンマーの教育改革において、日本が初等教育の改革を全

面的に支援することに両国が合意したものであり、基礎教育案件としては例外的な規模の

協力である。限られた投入で「学びの改善アプローチ」を機能させるためには、学びの改善

に決定的に重要な介入・活動を特定する必要がある。 

ESMATE は中規模、NICAMATE は小規模な投入であったが、計画された活動に加え、外

部条件に対する働きかけを積極的に行い、学びの改善と学習到達度の向上を実現した。外部

条件への働きかけを可能にした要因の一つが、執筆能力が高い執筆者（C/P）の確保であっ

た。能力の高い執筆者の確保により、日本人専門家が外部条件に目を向け、手当てする時間

を生み出せた。また、教科別カリキュラムの改訂も重要であった。 

 3 案件の分析から抽出されたクリティカルな介入・活動は、カリキュラムの適宜改訂（系

統的で精選された学習内容）、生徒の学習や教員の授業実践の現状把握に基づく執筆方針の

策定、優秀な執筆者の確保、教材の試行を通した質の向上、教科書の適時な配布、授業実践

に役立つ指導書の配布、導入研修の実施、教員の学び合いの場の提供であった。また、外部

条件として、特に、教員の欠勤・遅刻を最小化し、学校カレンダーや学校行事を適切に管理・

運営することで、十分に年間授業時数を確保することが課題と思われた。 

 

1.3. 非認知能力（社会情動的スキル）への働きかけ 

 「教科書案件を通じた学びの改善アプローチ」は非認知能力への直接的な働きかけを行っ

ていないが、CREATE では、新教科書を使用した授業実践が、生徒の非認知能力の育成にも
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つながった。非認知能力が学力向上に影響することは既存の研究で明らかにされているこ

とから、今後、非認知能力への働きかけにも注目すべきである。そのため、学習到達度の向

上と合わせて、非認知能力の向上に対する案件実施の効果も検証することが望ましい。 

 

1.4. 日本側の技術力の強化・技術的アセットの活用 

 「学びの改善アプローチ」を実現するためには、日本側の投入に高い技術が要求される。

特に、カリキュラム改訂、教科書開発、学力評価（アセスメント）への技術支援に対応でき

る技術力を有するコンサルタント・専門家を更に育成する必要がある。また、協力の質を担

保し、作業を効率化するため、これまでの協力で蓄積してきた数と計算（数と式）領域の技

術成果品等、日本の協力の技術的資産を活用する仕組みを構築することも重要である。ただ

し、各国のカリキュラムや教員の能力、生徒の実態は異なるため、活用できる範囲・程度は

限られることに留意が必要である。 

 

2．JICAの教科書開発案件の改善の方向性（提言） 

2.1. カリキュラムの適宜改訂への提言 

カリキュラム・教科別カリキュラム改訂や教科書開発、学力評価（アセスメント）の改善

は、各国の教育の根幹にかかわる重要事項であり、不可侵であると考える日本人関係者も存

在する。しかし、カリキュラム・教科別カリキュラムに課題がある場合、同カリキュラムに

則り開発された教科書が学びの改善に与える効果は限定的となる。学びの改善のためのボ

トルネックが教科書にあると判断され、かつ、対象国から教科書開発に対する日本の協力が

要請される場合、カリキュラム・教科別カリキュラムに提言できる環境の整備が重要である。

例えば、教科書開発案件開始前に、開発する教科書に関連する技術協力プロジェクト、個別

専門家派遣や本邦研修等を実施し、より深く安定的な信頼関係を醸成するとともに、対象国

のカリキュラム、学校教育行政、学校運営、授業実施状況、授業時間実績、教科書の使用状

況、授業スタイル、教師の能力、評価制度等、学びの改善に寄与する教科書を開発するため

に必要な情報を収集、分析する。詳細計画策定調査までに調査、分析し、仕様書に盛り込む

ことが望ましいが、時間的制約等で難しい場合は、案件のスコープに診断的調査の実施を盛

り込むことで代替する。案件内で実施する場合は、対象国の事情に詳しくない専門家が派遣

される可能性を考慮し、十分な時間を予定することが望まれる。 

 

2.2. 「学びの改善」のための包括的な取り組みの必要 

学びのサイクルのほぼすべてを協力対象とした CREATE と、学力評価以外のカリキュラ

ム、教科書、授業において手厚い協力を展開した ESMATE と NICAMATE において、学び

の改善が確認された。学びの改善と生徒の資質・能力の育成のためには、学びのサイクルに

対し可能な範囲で網羅的に介入する必要がある。 

しかし、予算や人的資源の制約から、教科書開発案件が学びのサイクルのすべてを対象に

することはできない場合が多い。「学びの改善」や「学習到達度の向上」に対する支援が要

請された場合、「学びの改善アプローチ」における課題を特定するとともに、他の開発パー

トナーが支援を既に実施あるいは予定している課題を確認する。残された課題が、日本の支
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援が期待される課題である。 

それでも残された課題が多い場合、決定的に重要な活動を中心とする、または日本の知見

が蓄積された分野を優先するなどとして、教科書開発案件のスコープを決定することが考

えられる。教科書開発案件のスコープ外となった課題については、学びの改善「プログラム」

として、他の技術協力プロジェクトによる介入、本邦研修などの活用、JICA 在外事務所の

企画調査員やローカルスタッフによる支援、JICA ボランティアとの連携などにより、教科

書開発案件外の投入を検討することが考えられる。また、GPE など他の開発パートナーと

の連携も検討すべきである。 

 

2.3. 案件横断的に統一的な効果検証調査の実施 

本調査では、対象 10 案件の業務完了報告書等の文献調査と関係者へのインタビューによ

り、学びの改善や資質・能力向上に対する案件実施の効果、及びその要因と改善の方向性を

導出することができた。 

しかし、各案件の効果検証調査の設計、指標（収集情報）が異なり、案件の横断的・定量

的な比較はできなかった。教科書開発案件の更なる質の向上のため、詳細な要因分析が可能

となるよう、横断的な効果検証調査の方法と指標の標準化が望まれる。共通指標とともに案

件独自の指標を追加して調査すれば、案件同士の比較とともに案件固有に必要な情報収集

にも対応できる。また、標準的な問題バンクを設置し、既存の案件で使用実績のある問題を

蓄積するなどして、今後の案件に活用することも期待される。 

 

2.4. 教科専門家・教科教育専門家の育成と活用 

日本の教科教育協力で最も経験が蓄積されている算数・数学分野においても、教科書開発

に貢献できる知見を有する算数・数学の教科・教科教育専門家やコンサルタントの数は限定

的である。必要に応じて大学教員等有識者や教科書会社社員等が教科書開発案件に参加で

きるよう、案件における本邦研修等の柔軟な活用と、現地事情の把握や現地における短期間

の指導のための渡航回数の増加及び通訳の傭上等に必要な予算措置が望まれる。また、国際

協力を専業とする教科・教科教育専門家、コンサルタントの育成のためには、案件内で人材

育成できるよう、業務調整兼務の担当業務の設置と相応の人月の付与が望まれる。同時に、

JICA のジュニア専門員制度や能力強化研修の充実が期待される。 

 

2.5. ICTの更なる活用 

 従来の対面授業と ICT を活用した遠隔授業を組み合わせることで、学びがより効果的に

なる可能性がある。また、社会的包摂の観点からも ICT の活用が期待される。新感染症によ

る開発途上国への影響はより深刻になると予想されている。現時点では確実に有効な手段

は確立されていないが、今後、教科書開発案件においても新感染症への対策を考慮した案件

形成が不可欠であり、ICT の活用が協力の柱の一つになると思われる。このほか、遠隔での

教員研修の実施などにも ICT の活用が期待される。 
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【案件名】バングラデシュ「理数科教育強化計画フェーズ 2」（JSP2） 

案件概要 

実施期間 2010年 11月～2017年 11月 

（約 7年間） 

協力金額 約 990百万円 

受託機関 株式会社パデコ 

国立大学法人広島大学 

C/P 初等教育局（DPE） 

国立初等教育アカデミー（NAPE） 

初等教員訓練校（PTI） 

国家カリキュラム教科書局（NCTB） 

PDM  スーパーゴール（スーパーゴールは和訳が確認できなかったため、英訳を記載） 

The quality of primary education in Bangladesh is enhanced. 

 上位目標 

小学校の算数・理科において新しい教授法に基づいた授業が定着する。 

 プロジェクト目標 

小学校の算数・理科において新しい教授法に基づいた授業が実践される。  

 成果 

1)  小学校理数科教科書の内容が改善される。  

2)  教員研修の質が改善される。 

3)  新しい教授法実践のための関係者の意識改革・環境整備が行われる。 

 

裨益者 中央レベル： 

 初等大衆教育省にて政策立案に携わる行政官（4人） 

 DPE訓練課の現職初等教員研修担当者（17人） 

 NCTB 専門官・準専門官（理数科 7人、他教科 19人） 

地方レベル： 

 全国の PTI教員（拠点校含む）57 校（約 700名） 

 （各 PTIに校長 1人、校長補佐 1 人、理数科技官 2人、その他教官約 8名） 

 地域拠点 PTI 実験校教員（約 40人） 

 地域拠点 PTI 学生（約 2,000 人） 

 地域拠点 PTI 教育実習校教員（約 120校、1,000 人） 

裨益者の情報は事前評価表に基づく。本プロジェクトを内包する先方政府のプログラム（第

3 次初等教育開発プログラム）の内容の変更に伴い、本案件の PDM が 3 回変更されたた

め、本案件だけの最終受益者の特定は困難である。 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 目指す人物像 

 教育は、人的価値（human value）を高め、国民のため、社会の発展に寄与す

るリーダーを育てる。宗教的排他主義（communalism）や迷信・盲信から脱却し、

愛国心を持った人材を育てると同時に、バングラデシュが国際社会と同水準の

発展を遂げられるよう、国民の資質と技能を高める。 

 育成を目指すコンピテンシー 

 算数教育では、主に①基礎的・基本的な知識の習得、②問題解決に必要な技

能（スキル）の向上、③積極的に学習活動へ参加し自ら答えを見つけようとす

る態度の 3つを育成する。 



カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

2002 年と 2012 年に初等教育のカリキュラム改訂を実施した。2018 年以降、初

等理数科カリキュラムと教科書を再改訂中である。 

案件による「学びの改善」の概要 

生徒の学

力向上 

 効果検証調査の概要・結果要約 

 本プロジェクトを内包するバングラデシュ政府の第 3 次初等教育開発プログ

ラム（PEDP3）の取り決めにより、プロジェクト単位での大規模な調査が困難で

あったこと、PEDP3 の活動進捗を踏まえ PDM が見直されたことなどから、厳

密なインパクト評価は実施できなかった。 

 2017 年に実施された 3、5 年生を対象とした全国学力調査の算数試験の結果

では、成績の改善はみられていない。プロジェクトが実施した 2017 年の評価

（横断研究）では、生徒の算数の成績と新教科書の保有有無に相関がある。 

 調査実施上の制約 

 プロジェクト設計上の制約から、厳密なインパクトの評価は困難であった。

また、インパクト評価に用いたデータがクロスセクションデータであることか

ら、因果関係の推論は難しく、相関関係の確認に留まった。全国学力調査は、

試験問題の質が低く、出題範囲に偏りがあり、かつ、試験問題が新カリキュラ

ムに準拠していないため、学びの改善の指標としての妥当性が十分でない。 

 

授業の変

化・プロ

ジェクト

の貢献 

 プロジェクトが想定した、介入から生徒の学びの改善へのプロセスは以下のと

おり。 

教科書・指導書（内容）の改善 → 授業の改善 → 学びの改善 

しかしながら、実際は、教科書・指導書の改善は達成されたものの、授業及び

生徒の学びの改善は確認できていない。考えられる理由は以下のとおりである。 

本プロジェクトは教科書・指導書の内容の改善（修正版の草案作成）には関与

できたが、最終編集、印刷、配布は全面的に NCTBにより実施され、同工程には

介入できなかった。教科書は 2015年～2016 年にかけて全国に配布されたものの、

先方政府による指導書の配布は 2017年であった。また、教科書配布と同時に実施

予定であった新カリキュラム普及研修は、カスケード第 1～2層（指導員と校長）

までは実施されたが、最後の層である学校現場の教員には実施されなかった。 

新教科書の使用法を中心的に扱った導入研修もプロジェクトの設計上実施が困

難であった。プロジェクトは PEDP3 による政策実施を支援する立場であり、

PEDP3の予算で実施される各種教員研修の改善については C/P機関に助言を行う

ことが出来た。しかし、各種研修の中に教科書の使用法を中心的に扱った導入研

修は含まれなかったことから、少なくともプロジェクト期間中には、新教科書を

使いこなせる教員は少数であった。教科書は新しくなったが、教員は使用法がわ

からないまま、従来と変わらない教え方で授業が行われた。 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 



教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

 日本人専門家と C/P（NCTB 職員）で、バングラデシュと世界 3カ国（アメリ

カ、シンガポール、日本）の教科書を比較分析した。その結果、内容と関連のな

い絵やイラストが散見される、教科書が読本であり授業に必要な学習活動がほ

とんど記載されていない等の、バングラデシュの教科書の問題が明らかになっ

た。これを受け、「絵やイラストの多用」、「活動中心型の授業」を修正案作成方

針の 1 つとした。また旧教科書が説明中心であったことから、生徒の理解を助

けるイラストを用いる旨、NCTB から要請された。プロジェクトからは、生徒

が数を量的に理解するための工夫や生徒の課題把握を助けるイラスト、男女二

人のキャラクターによる生徒へのヒントやまとめの提示などを提案した。 

 本プロジェクトでは、NCTBが 2012年（プロジェクト開始後）に教科書・指

導書を改訂していたことから、教科書の「修正（Refinement）」を行った。ただ

し、教科書のページや内容によっては「修正」の範囲を大きく超える変更も生

じた。 

 教科書執筆体制 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定プロセス 

 教科書執筆の担当機関である NCTB の職員は初等算数・理科で各 4 名であ

った。全員が専業（フルタイム）であるが、他ドナーのプロジェクトにも携わ

っている場合もあった。2012 年の教科書・指導書の改訂は、NCTB によって

実施された。学校現場での教授経験が不足していた職員もいるなど、NCTB 職

員の執筆能力が高いとは言い難い。 

- 日本人専門家／外国人専門家と C/P との役割分担 

 教科書・指導書の修正にあたっては、NCTB と協議のうえ、日本人専門家主

体で草案（英語）を作成した。作成した草案は、現地で傭上した通訳がベンガ

ル語訳した後、NCTB と内容の協議を行い、最終化した。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 プロジェクトでは草案作成、イラスト作成及びレイアウトの編集を支援し、

最終編集は NCTBが行った。 

- 教科書承認プロセス 

 NCTB が NCCC会議（National Curriculum Coordination Committee）で修正版

教科書の基本方針、修正点を説明し、承認を得た。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 日本人専門家が作成した修正版教科書（草案）の一部単元を、教育省近隣の

学校で試行した。教科書の修正期間が限られていたため、長期間にわたった試

行は実施しなかった。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題）・教科書配布のロジスティックス 

 印刷から配送（各郡まで）は NCTBが調達（入札）した民間の印刷業者に委

託して実施した。修正版の教科書は、1～3 年生用は 2015年 1月から、4～5 年

用は 2016 年 1 月から全国の小学校で使用されたが、指導書の配布は 2017 年



となった。指導書の配布が遅れた理由は不明である。教科書は 1月に必ず配布

するという政治的コミットメントがあるが、指導書は優先順位が低くなりや

すい可能性がある。 

 

 ドナー連携 

 援助が他ドナーと重複しないよう、活動内容や範囲を明確に線引きした。前

フェーズでの JICAの理数科分野での成果がドナー間で高く評価され、関係者

から既に信頼を獲得していたことから、本プロジェクトと他ドナーのプロジェ

クトとの間に大きな摩擦が生じることはなかった。ドナーコンソーシアムによ

る相手国政府への圧力が功を奏し、本プロジェクトでは、2012 年に一度改訂

の終わった教科書を修正するチャンスを得た。 

 

教科書普

及段階 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の 確保、教員

養成機関での活用） 

 教科書の全国配布は毎年 1 月に行われ、1人 1冊給与される。本案件では、修

正版教科書 1～3 年生用は 2015 年 1 月から、4～5 年生用も 2016 年 1 月から全

国の小学校へ無償配布された。しかし、指導書の配布は遅れ 2017 年となった。 

 小学校の年間授業日数は 242 日と規定されているが、全国平均では 228 日で

ある。特に 2部制の学校（2008年時点で全体のうち 90%の学校が 2部制）では、

実際に 1 日当たり 1～2年生は 2時間、3～5年生は 3.5 時間しか授業を受けてい

ない。 

 PTI に導入された初等教育ディプロマ（DPEd）で使用される算数のカリキュ

ラム・教科書の開発を支援した。DPEdのカリキュラム、教科書及び教材は新し

い教授法を反映し、新しい初等カリキュラム及び教科書とも整合している。 

同国では、正規の初等教員資格（学位）は、教員として採用後、PTI で 1年間の

研修を受けて取得できるため、初等教育ディプロマは現職教員研修と位置付け

られる。 
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【案件名】ミャンマー「初等教育カリキュラム改訂プロジェクト」（CREATE） 

 

案件概要 

実施期間 2014年 5 月～2021 年 3月 

（約 6年 11 カ月間） 

協力金額 約 1,450百万円（事前評価時点） 

受託機関 株式会社パデコ 

株式会社国際開発センター 

教育出版株式会社 

C/P 教育調査・計画・訓練局（DERPT） 

PDM  上位目標 

初等教育の新カリキュラムが全面実施される。 

 プロジェクト目標 

初等教育の新カリキュラムに則った教育活動が学校および教員養成大学で実

施される（→導入される）。 

 成果 

1) 新カリキュラムフレームワークが開発される 

2) 新しい教科書および教師用指導書が開発される 

3) 新しい学力評価ツール（アセスメントツール）が開発される 

4) 教員研修に関する政策に整合した形で、新カリキュラムに基づいた教員養

成課程が整備される 

5) 学校教員が新カリキュラムを理解するための活動が導入される 

※下線部は、変更予定（2020年 1月時点）。 

 

裨益者 【直接裨益者】 

カリキュラム改訂に関係する人材、初等教員、教員養成校（EC）教官 

【間接裨益者】 

初等教育生徒、EC学生 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 新カリキュラムフレームワークは、すべてにおいて調和のとれた発達（五大能

力）、21 世紀型スキル、すべての教科の同等な扱い、という 3 つの基本的な考

え方から構成されている。すべてにおいて調和のとれた発達とは、①知的能力、

②身体的能力、③道徳倫理的能力、④社会的能力、⑤経済的能力、という 5 つ

の能力の発達を指す。 

 また、同フレームワークは、生徒に 21 世紀型スキルを習得させることで、グ

ローバル社会における賢い市民の育成を目指している。 

 すべての教科がカリキュラムフレームワークで定められた配当時間に沿って

教授され、また、すべての教科において生徒の学習成果が適正に評価されるこ

とを期待している。 

 初等教育算数では、以下の 4 つが目標とされている。 

- 数、数量、図形、データの表現に関する基礎的な算数の知識・技能を身につ

ける。 

- 問題解決の過程で、論理的に推論、説明ができるようになる。 

- 学習時と同様に、算数の知識・技能を日常生活の問題に活用することができ

る。 



- 算数の考え方やアプローチの利便性に気づき、そのよさがわかる。 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

 新カリキュラムフレームワークは 2014 年 12 月に完成し、翌 2015 年 5 月に教

育省によって一度承認された後、新政権下で再検討され、2019 年に承認され

た。 

 カリキュラム・教材改訂のための組織は制度化されていない。DERPT 局長は、

プロジェクト終了後もカリキュラム・教科書の改訂が必要であることは理解し

ており、2022 年以降、第 1学年から改訂を開始する予定である。改訂に際して

は、CREATE カリキュラム・教科書作成チーム（CDT）人材の活用を検討して

いる。今後の改訂のサイクルは 5年間とし、リソースパーソン（改訂に携わる

人員）の人数により、毎年、1 学年分または 2 学年分の改訂を実施する予定で

ある。次回の改訂時には、大きな改訂はないと想定されている。 

 

案件による「学びの改善」の概要 

生 徒 / 生

徒の学力

向上 

 効果検証調査の結果（第 3 回インパクト調査：2017/2018 新小 1（vs2015/2016

小 1及び小 2） 

- 新小 1生徒の方が旧小 1よりも算数テストの平均点が有意に高かった。 

- 旧小 1と新小 1 生徒の旧来型問題（下記、「テスト内容」参照）の平均正答

率はそれぞれ 45% と 58%、新型問題の正答率は 34%と 39%であった。新小

1 生徒の正答率は旧来型、新型問題ともに、旧小 1 の平均正答率より有意に

高かった。 

- 「算数が好き」と回答した生徒は旧小 1 で 80%、新小 1 で 92%であり、後

者の割合は前者より有意に大きい。特に、「好き」と回答した女子生徒の割

合は旧小 1で 70%であったの対し新小 1では 90%と 20ポイントも多いこと

は注目に値する。 

 

 調査の概要、テストの内容 

- 調査の概要・制約 

➢ 生徒の学習成果を検証するため、新教科書導入前と導入後に 1 年生、2

年生、3 年生の生徒に算数テストを実施した。また、学習成果に影響を

与える要因を分析するため、生徒、教員、校長へ質問票調査を実施した

ほか、算数の授業を録画・分析した。 

➢ サンプル郡区（township）は、ヤンゴンとネピドーを除く州（state）およ

び管区（region）からそれぞれ都市と地方に属する郡区を、都市、地方の

属性で 1 つずつ無作為に抽出した。更にそれぞれの郡区から 50 の小学

校を小学校、中学校、高校の数に応じて層化抽出した。 

➢ （第 4回インパクト調査（小 2算数授業の新・旧カリキュラムの比較） 

合計 20校の旧小 2と 12 の新小 2 の算数授業を、同一の調査員が授業観

察シートを用いて評価した。評価の視点は、「授業の展開」「教科書・教

材の活用」「教員の指導技術」「教員のアセスメント能力」「教員の態度」

「生徒の態度」の 6つである。 

 

- テスト内容 

➢ 算数テストは 15 問の多肢選択式の問題から成り、全て新 1 年生の教科



書に含まれる内容である。認知領域は、15問中 12 問が数と計算、2問が

図形、1問が計量の問題である。また、15 問中 8問は、知識、理解、基

礎技能に焦点を当てた旧来型問題（T-type）で、7 問は批判的思考や問題

解決能力に焦点を当てた新型問題（N-type）である。生徒には、算数テス

トのほか、算数に対する好意度、家庭での学習習慣、家族からの勉強の

支援状況などを聴取する質問票調査も実施した。 

 

授業の変

化 

 第 4回インパクト調査結果から、特に、授業の展開、教科書・教材の活用、教

員のアセスメント能力、生徒の態度について、以下が示された。 

- 教員の変化 

➢ 旧カリキュラムでは、個別学習が中心であったのに対し、新カリキュラ

ムは協働学習を重要視する。教員は協働学習を授業で意識している。 

➢ 旧カリキュラムでは、教員が教科書の問題を読み上げるだけであったり、

教科書自体が使われなかったりしたがが、新カリキュラムでは、生徒に

教科書のイラストを見るように教員が指示する、練習問題を解かせるな

ど有効に活用していた。 

- 生徒の変化 

➢ 旧カリキュラムでは、授業に集中できていない生徒や関心の低い生徒が

見受けられたが、新カリキュラムでは生徒が楽しそうに授業に参加して

いた。特に、手を動かす作業が含まれる時には生き生きとしていた。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 教科書・指導書：現地調査で訪問した学校の教員は、教科書・指導書を肯定

的に評価していた。新カリキュラムの教科書は多くの活動が記載され、また

それらをどのように実施すればよいかが指導書に書かれており、教員にとっ

て授業がしやすいものになっているとのことである。。  

 現職教員研修：教育省や研修に参加した教員は、教員の指導の変化の理由の

ひとつとして、現職教員研修の効果について言及した。教員研修が参加型の

設計であるため、研修参加者（教員）が学校での生徒のように実践を通して

学ぶことで、学校でどのように教えるべきかを身をもって理解する機会とな

っている。教員研修の手法や内容が、教員の授業の変化に貢献していると考

えられる。 

 教員養成課程：初等教科教育法のシラバス・教材の作成支援 

 アセスメント：アセスメントガイドライン及びサンプル問題集の作成 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

 CDT からの教科書及び教員用指導書の記述、言語表記、レイアウト等に関す

る質問に答えるため、執筆作業開始後に執筆方針をガイドラインとして作成

し、プロジェクト関係者全体で教科書の内容や仕様に関する共通認識を醸成し

た。教科書開発作業が進むにつれ、関係者の疑問が詳細に及び、3～6カ月に一

度のペースでガイドラインが改訂されている。 

 

 教科書執筆体制 



- 先方の能力レベル・C/Pの選定プロセス 

 CDT は教育省が選出した。日本人専門家によると、選考基準は、経験や

科目知識が十分にある、というものではなく、ヤンゴンに住居がある、教育

省の寮に入れる等の理由で配置されているのではないか、とのことである。

また、教科知識に関しても十分ではないとのことであった。ミャンマーのよ

うに初めて教科書を作成する国であれば、現職教員、EC教官、DERPT 職員

という今の体制に、教科の教授法を知っている教育大学の教官がいれば、よ

り良いとのことであった。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 

 算数教育は、主に大学教授、開発コンサルタント、教科書会社の三者で支

援している。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 CDT によって教科書および教師用指導書のドラフトが完成した後、編集

と言語校閲が行われる。言語校閲は、ミャンマー民族言語局（G1～G3）ま

たはヤンゴン大学ミャンマー語学部（G4）が担当する。 

 教科書や教師用指導書の全国配布後に、不適切な記述や誤解を生むよう

な説明が見つかった場合は、プロジェクトが修正必要個所を列記した一覧

表及び修正箇所を示した印刷原本を作成し、教育省が修正内容を承認する。

その後、CDT が修正版印刷用データを作成し、教育省に提出する。 

- 教科書承認プロセス 

 新しい教科書および教師用指導書の承認手順（外部有識者から構成され

る教科別カリキュラム委員会（SWC）による承認→元教育省幹部等から構

成される教育政策機関の下部組織である国家カリキュラム委員会（NCC）に

よる承認）は教育省によって 2016年 9 月に正式に決定された。教育省によ

る教科書および教師用指導書の印刷や配布は、NCC による承認後に行われ

る。 

- 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

教科書開発の早期の段階から CDT と SWC が緊密に意見交換を行う協働

体制の確立が、教科書開発を効率化につながる。 

初等教育の全教科を対象として支援していることは、初等教育における

カリキュラムの一貫性の確保に繋がっている。一部の教科のみの支援では

「アクティブラーニング」「生徒中心型」といった教科横断的な概念を浸透

させることは困難である。本プロジェクトによる初等教育への包括的支援

は、教科横断的な概念の一貫性を高め、新カリキュラムに対する教育現場の

混乱を最小限に留めることから、適切なアプローチといえる。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

 基本的な流れは以下のとおり。 

①現行教科書のレビュー、②新カリキュラムフレームワークの理解、③教科

別目標と学習内容の開発、④単元ごとの具体的な学習内容の開発、⑤新しい

教科書デザインの開発、⑥学校現場での試行、⑦改訂と完成 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 



 教科書デザインがある程度完成した後、パイロット校においてその有効

性を測るために試行が行われた。試行結果を CDT とプロジェクト専門家が

検討し、単元目標や学習プロセスを再度見直しながら、適宜改良が加えられ

た。 

 2015 年 1月より EC付属校 3校を、2015年 6月より一般校 10校がパイロ

ット校として教育省に承認された。これら学校への負荷を減らすため、2019

年 6月より、一般校 6 校を追加した。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題） 

 印刷・配布経費は教育省が拠出した。CREATE は、必要な費用を試算し、

教育省に提示した。 

- 教科書配布のロジスティックス 

 教育省基礎教育局によると、教科書配布の物流は以下のとおり。 

1) 印刷会社→ディストリクト教育事務所への配布：情報省と教育省が、印

刷・製本の質とディストリクト教育事務所に教科書が配布されたかをモニ

タリングする。 

2) ディストリクト→各タウンシップ→学校への配布：ディストリクト教育

事務所担当者が、各学校に教科書が配布されたかをモニタリングする。 

 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 現職教員に対する新初等カリキュラム導入支援は、新カリキュラムの導入年

次に併せて実施されている。G4、G5 の教科書導入時には既にプロジェクトは

終了しているが、研修教材については、プロジェクト終了時までに完成させる

予定で、教育省によりプロジェクト終了後も継続的に研修が実施される想定で

ある。 

 現職教員対象の導入研修では、毎年新カリキュラムが導入される学年にかか

わらず、すべての小学校担当教員・校長を対象としている。47,000 校の小学校

のすべての教師（約 15万人）が対象であり、研修は中央、州／管区、タウンシ

ップ、学校クラスターの 4つの階層（①中央研修、②州／管区研修、③ディス

トリクト研修、④タウンシップ研修）で実施される。 

下位階層の研修での質の担保のため、以下の取り組みを行った。 

- トレーナーが教えやすいように、中央研修で実施する研修プログラムと同

一プログラムを下位レベルの研修でも実施する。 

- トレーナーの質の均質化を図るために、必ず複数のトレーナーによるグル

ープで研修を実施する。 

- ビデオ教材を用い、トレーナーの説明に頼りすぎない。 

- 研修教材には、参加者が主体的に学習できる部分を増やす。 

- 研修教材の記載を簡潔で理解しやすくする。 

 

また、実際に生徒を呼び模擬授業を実施するという研修内容（“Real Lesson”）

は、実際の授業を経験するという意味で有益であった。現場の教員からは、従

来の研修がトレーナーからの一方的なインプットであったのに対し、今回の研



修では模擬授業などにより、実践的に学べる機会となっているという声があっ

た。 

 学校／クラスターでの CPD の効果的な実施促進に向けて、プロジェクトは、

教育省が進める国家 CPD プログラムと密に連携して新カリキュラムの重要な

要素を同プログラムに統合し、新カリキュラム実施のための教員の継続的な能

力強化を支援する。 

 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の 確保、教員

養成機関での活用） 

- 給与・貸与方式 

 教科書は生徒に給与される。現状では、生徒の持ち運びの負担を減らすた

めに、G1～G3 には体育・ライフスキル、芸術（音楽・図画工作）の主要教

科以外の 3教科（4 冊）の教科書は配布されていない。 

 現地調査で訪問した学校の生徒は、毎日教科書を持ち帰っており、宿題や

復習に使用していた。また、授業でも、教科書が手元にあるために、板書の

時間が比較的少なく、問題演習やグループワークに積極的に取り組んでい

る様子が見られた。 

- 教員養成機関での活用 

 G1～G5 の教科書・指導書開発にあわせて新カリキュラム導入研修の教材

が開発されるため、毎年 ECに対する研修が必要となる。すべての教官、学

生を対象とする必要があるため、各 EC から 9教科（含む 2科目）の担当教

官を集めた中央研修と、その研修に参加した教官による各 EC内での他教官

への研修、学生への研修の 3 種類の研修が実施される。 

 新初等カリキュラムを踏まえた 4 年制 EC の新しい課程が導入されるま

では、学生に対して毎年研修を続ける必要がある。各 ECでこれをリードす

るのが、現職教員対象研修の中央研修に参加した EC代表者である。 

 また、初等教員養成校のカリキュラム改訂を支援する UNESCOと協働し、

初等教科教育法のシラバス・教材の作成を支援している。 

  

 対外発信・広報への活用 

 プロジェクト開始当初、新しいカリキュラムの導入（特に試験方法の変化）

に反対する保護者もいたようである。そのため、CREATE では、新教科書を使

用した授業による子どもの学びの変化や授業改善のプロセスをドラマ仕立て

でわかりやすく映像化し、テレビや動画配信（ソーシャルネットワーキングサ

ービス、You Tubeなど）を通じて積極的に広報・啓発を展開した。 

 教育省は依然として情報の公開に慎重であるものの、新しいカリキュラムに

ついては保護者、教員、メディア、政治家から概ね好意的な反応を得ているこ

とから、広報活動の推進を積極的に進める姿勢がみられるようになっている。 

 

その他  カリキュラム・教科書・授業と整合性のあるアセスメントを実施するため、ミ

ャンマーでは「形成的評価」が新たに導入され、教室レベルでは、生徒が授業

に参加できているか、タスク（演習問題等）をどの程度達成しているか等に着

目することで、指導と評価の一体化が図られた。教育省試験局担当官が、ASEAN



諸国が参加する国際試験（SEA-PLM）に参加し、試験項目開発研修などに参加

するにつれ、初等教育修了試験も「記憶する」暗記問題だけであったものから

方針や考え方に変化が生じているようであった。CREATE 評価専門家による

と、教育省の動きと機を一にしたことで CREATE としてアセスメントへの介入

が実現できた面もあるとのことである。 
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【案件名】エルサルバドル「初中等教育算数・数学指導力向上プロジェクト」（ESMATE） 

案件概要 

実施期間 2015年 11月～2019年 6月 

（約 3年 8カ月間） 

協力金額 在外事業強化費：47百万円 

 

受託機関 直営専門家 C/P 教育省（MINED） 

PDM  スーパーゴール 

1) 基礎教育学校（第 1～3 サイクル）と中等教育学校の数学の成績が向上す

る。 

2) 地域の算数・数学指導にかかる協力が促進される。 

 上位目標 

算数・数学改訂カリキュラムに則った教育活動が実施される。 

 プロジェクト目標 

算数・数学改訂カリキュラムに則った教育活動が導入される。 

 成果 

1) 基礎教育第 1・2サイクル全 6学年の算数教科書、練習帳、教師用指導書が 

改訂される。 

2) 基礎教育第 1・2サイクル教職課程の数学指導提案書が作成される。 

3) 基礎教育第 1・2 サイクル現職教員研修算数モジュールがアップデートさ

れる。 

4) 基礎教育第 3 サイクル全 3 学年の数学教科書、練習帳、教師用指導書、中

等教育全 2学年の数学教科書、教師用指導参考書が作成される。 

5) 基礎教育第 3サイクル・中等教育数学教職課程の指導提案書が作成される。 

6) 基礎教育第 3 サイクル・中等教育現職教員研修数学モジュールがアップデ

ートされる。 

 

裨益者 【直接裨益者】 

教育省技官・職員（21 名）、研修ファシリテーター（1,213 名）、大学教官（45名） 

【間接裨益者】 

基礎教育第 1・2 サイクルの生徒（543,790 名）、教員（31,340 名）、教職課程の学

生（433名） 

基礎教育第 3サイクル・後期中等教育の生徒（第 3サイクル：241,549 名、後期中

等：101,500 名）・教員（5,828 名）・教職課程の学生（744 名） 

※基礎教育第 1・2 サイクル（初等）：1～6 年、第 3 サイクル（前期中等）：7～9 年、後期

中等：10～11年 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 目指す人物像・学力観 

教育の質とは、学校の成績のみでなく、社会の進歩や変革に寄与するために市

民の能力や生産性をどれだけ効果的に高められるかを指す。 

 

 基礎算数・中等数学教育で育成を目指すコンピテンシー 

「問題解決」に焦点を当て、「数学的・論理的な推論力（Razonamiento lógico 

matemático）」、「数学言語を使ったコミュニケーション（Comunicación con 



lenguaje matemático）」、「身の回りに数学を応用する力（Aplicación de la Matemática 

al entorno）」の 3つのコンピテンシーの育成を通じ、市民の能力と生産性を高め

る。 

 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

2009年に 1～6年生の国定教科書・指導書・練習帳が開発された。2019年に 1～6

年生の教科書・指導書の改訂、7～11 年生の教科書・指導書が開発された。2019年

以降の改訂は現時点で未定であるが、教育省は教科書に毎年継続的に修正を加え

ている。 

 

案件による「学びの改善」の概要 

生徒の学

力向上 

 効果検証調査の概要・結果要約 

【調査手法】ランダム化比較試験 

【介入内容】 

2 年生：教科書・指導書の配布（2017年 12 月）、導入研修（2日間）、教員振り返

り活動、随伴指導、保護者研修の実施。 

7 年生：ワークブックの配布（2017 年 12 月）、教員振り返り活動に対する C/P の

支援、校長によるメンタリング、保護者への啓発活動の実施。 

【調査対象】学校数 236 校、校長 236 名、教員約 500 名、生徒約 8,000 名。2018

年は 2、7年生、2019年は 3、8年生を対象とし、同じ生徒を追跡。  

【調査時期】2018 年 1 月（ベースライン調査（BLS））、2018 年 10 月（エンドラ

イン調査（ELS））、2019年 10 月（フォローアップ調査（FuS）） 

【検証ツール】同国のカリキュラムに即した、計算問題から文章題を含む計 20問

の筆記試験。校長、教員、生徒それぞれに対して質問票調査、及び教員約 500 名

の授業観察を実施した。 

【検証結果】2、7年生ともに、ELS の介入群のテスト結果は、比較群に比べて統

計的に有意に高かった。2020年 3月時点で、FuS のデータを分析中である。 

 

2 年生               7年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Maruyama (2019a)  

図 1. ELS における介入群・比較群の試験結果比較 

 

 実施上の制約 

 調査の規模が大きく、実施に資金や人的投入を要する。ESMATE では、JICA



のプロジェクト研究として調査が行われた。また、調査に非協力的な校長・教

員や、悪天候の影響などで実査が計画通り実施できないことがあった。 

 対外発信・広報への活用 

 インパクト評価の結果は、第 4 回中米広域算数・数学プロジェクトの広域セ

ミナーで他国（ニカラグア、グアテマラ、ホンジュラス）の関係者に共有され

た。 

 

授業の変

化 

1) ELS の結果によれば、比較群の教員による授業よりも、介入群の教員による

授業の方が授業時間に占める生徒の能動的な学習の時間の割合が多い。 

2) 介入群の教員の方が比較群の教員よりも、生徒に問題を与える、問題を解き

直させる、ノートの確認や机間指導を行うなど、生徒に対してより「評価に基

づいた学習支援」を行っている。 

3) 1)や 2)の変化から一定期間が過ぎると、教員が指示しなくとも、生徒が自分

から練習問題に取り組むようになった。生徒の学習習慣・学習パターンが形

成され始めた。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 プロジェクトによる介入内容（学びの改善のための戦略仮説） 

①良質な教材、②教員による「評価に基づいた学習支援」、③生徒の「能動的な

学習時間」を学びの改善のための主要な要素とした。各要素の要約は以下のと

おり。 

① 良質な教材：教科書・指導書・練習帳が、生徒の学習プロセスと合致した

構成であること、スモールステップで系統性が保障されていること、解法

の手順・手立てが生徒に明確に示されていること。 

② 教員による「評価に基づいた学習支援」：評価（机間巡視、ノートの確認、

丸付け）の実施とその結果に基づく生徒への手立て（支援）の提供。 

③ 生徒の「能動的な学習の時間」：1日あたり授業内の 20 分間（授業時間：

45 分間）と家庭学習の 20分間の能動的な学習を年間 160日間行う。 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

- 方針 

 「良質な教材」を学びの改善のための戦略仮説の 1つと位置付けた（上記参

照）。教科書は生徒の能動的な学習を保障する構成とした。原則 1授業 1頁と

し、各授業に 1つの目標を設定する、評価問題の提示場所を統一するなど、生

徒と教員が使いやすい教科書を作成した。 

- 根拠 

 プロジェクト開始後に実施した診断調査の結果から、生徒が基礎的な四則

演算に課題を抱えており、特に各学年での知識・技能の習熟不足が、次学年で

の学習を妨げていることが推察された。また、同国で実践されていた授業の多

くは、既習事項に基づいて生徒が自分で思考するような学習ではなく、受動的

に教員の説明を聞いたり、黒板を写したりする時間が大部分を占めていた。 

 

 教科書執筆体制 



- 実施体制 

 教育省中等教育局、基礎教育局、エルサルバドル大学 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定プロセス 

 執筆担当者は延べ 30名。教材作成を担当する算数・数学エキスパートチー

ムは、教育省技官及び期限付き契約で教育省が傭上したエルサルバドル大学

数学科の卒業生を中心に編成された。うち、能力のある人材は 7～8名。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与／C/P との役割分担） 

 執筆者の能力向上をねらい、単元指導計画から教科書の紙面構成まで C/Pが

提案したものを日本人専門家が校閲する方法をとった。しかし、C/Pの多くが

教室現場の経験と数学力を十分に有していなかったため、教科書開発は容易

ではなかった。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

 可能な限り学校現場で教材を試行し、根拠に基づき教材を執筆・編集した。 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 初等と前期中等教育のどちらの教科書についても、2016年～2017年に一部

単元や教科書暫定版を試行した。協力校は、治安状況の条件を満たす学校を 23

校選抜した。協力校の教員から教科書の誤りなどのフィードバックを得るこ

とは期待できるものの、授業で使用する際の具体的な改善点等の提案を受け

ることは難しい。C/Pが現場での教科書の使用状況を見て、難易度や使いやす

さなどを確認し、教科書改善に活かせるようになることが、試行の成果の一つ

である。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題）・教科書配布のロジスティックス 

 教科書の印刷・配付は教育省の責任であった。教育省は、学校で必要な文房

具や制服などの物品を供与するための「学校パッケージ」の予算に教科書・練

習帳印刷経費を計上した。 

 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 プロジェクトの C/P→研修ファシリテーター（スペシャリストや指導主事）→

全国の教員の二段階で導入研修を実施した。スペシャリストは、県教育事務所

が人選した現職の算数・数学教員であった。全国で延べ 1,000 名以上のスペシ

ャリストが、教材の普及戦略の中心的役割を担った。 

 導入研修は、業務時間内かつ教育省関連施設で実施されたため、先方政府か

らの経費支出はない（財政的な持続性は高い）。 

 カスケード式の研修では教科の内容や系統性については十分な理解を養うこ

とは困難であることから、プロジェクトで開発した教材（成果 1、4）と一貫性

のある研修モジュールを先方政府が作成した国家現職教員研修計画に則して導

入することが成果 3、6 として位置付けられていた（計 960 時間・26 モジュー

ルを開発した）。 

 教員が「なぜ学びの改善戦略が必要なのか」を納得し、簡潔な言葉で教員が



実践できそうな活動レベルまで説明したことで、教員から共感を得た。 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の確保、教員

養成機関での活用） 

 学校生活で必要な物品を供与するための「学校パッケージ」に、教科書や練

習帳の配布が含まれており、政権交代後も継続されることが、2019年 5 年 9月

の第 6回合同調整委員会（JCC）で確認された。 

 将来の教員の世代交代を見越し、国立・私立大学計 12 校の教員養成課程の算

数・数学指導法関連講座に対して、新カリキュラム及び教材の内容に関わる指

導提案書を導入した（成果 2、5）。初等教員養成課程では、算数カリキュラム開

発講座ⅠからⅣの計 320 時間分の提案書、中等教員養成課程では、数学カリキュ

ラム開発及び数学指導法の 2 講座の計 160 時間の提案書を作成した。各大学の

教官を対象とした計 14回のワークショップを実施し、新カリキュラムの企画案

や、バリデーション結果を踏まえた指導提案書の改善方針等に対する合意を形

成した。本提案書の作成に際しては、大学との連絡調整を行う教育省高等教育

局とも情報共有を密に行い、大学との良好な関係を構築した。2019年 2 月の同

提案書導入以降に実施した大学での授業観察の結果、全教員による指導提案書

の使用が確認された。 

 授業日数の確保のため、初等教育では県教育事務所指導主事を講師として、

全国 4,244 名の校長に対して、教材の使用法や学びの改善における校長の役割

に関する研修を実施した。前期中等教育では、スペシャリストが講師となり、

約 2,600 名の保護者・校長を対象とした啓発研修を実施した。後期中等教育で

も、一部の県の校長に啓発研修を実施した。 
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【案件名】ホンジュラス「数学指導ｓ力向上プロジェクトフェーズ 3」（PROMETAM 3） 

案件概要 

実施期間 2015年 11月～2018年 12月 

（約 3年 2カ月間） 

協力金額 在外事業強化費 29.6万米ドル 

受託機関 直営専門家 C/P 教育省、フランシスコモラサン国立

教育大学（UPNFM） 

PDM  スーパーゴール 

1) 基礎教育第三サイクル及び中等教育における学力テストの結果が向上する 

2) 中米での数学教授法の学び合いが促進される。 

 上位目標 

基礎教育第 3 サイクル及び中等教育の教室において数学科の教授法が改善され

る。 

 プロジェクト目標 

基礎教育第 3 サイクル及び中等教育の数学教育改善基盤が教科書・指導書の使

用、全国研修のファシリテーターの研修、大学数学教員課程を通じて強化され

る。 

 成果 

1) 10～11 年生の（数学科）生徒用教科書及び教師用指導書が作成される。 

2) 7～9 年生の（数学科）生徒用教科書及び教師用指導書が改訂される。 

3) 1～11 年生の（数学科）新規教員養成課程シラバスが改訂される。 

4) 基礎教育第３サイクル及び中等教育における全国研修ファシリテーターの 

能力が向上する。 

 

裨益者 【直接裨益者】 

プロジェクト C/P、全国研修のファシリテーター（50名）、UPNFM 数学教員（100

名）、基礎教育第三サイクル数学教員（3,300名）、中等数学教員（3,300 名）、UPNFM

学生（2,300 名） 

【間接裨益者】 

基礎教育第三サイクル生徒（28 万 7,000 名）、中等教育生徒（23 万 4,500 名）、数

学教員（3,300 名） 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 教育を通じて国民が身につけるべき資質や人材像として、国民的及び普遍的な

価値に基づく人間形成、家族・地域・国家における個人的・社会的アイデンテ

ィティー、勤勉で効率的な責任感のある質の高い生産者、科学的な知識や技術

など 15の内容が掲げられている。 

 数学全体としては、論理的思考、抽象的思考、演繹・帰納的な思考の育成など

を狙いとする。基礎教育の目的は、問題解決に役立つ数学的論理的な思考力の

開発、日常生活の様々な活動に数学を結びつけること、数式や記号を使って様々

な領域の情報を量的・質的に処理することである。中等教育の目的は、方法論

理的知識や記号、抽象的知識を利用し、日常生活上の問題を数量化して解決で

きるようにすることである。 

カリキュ  改訂に決まったサイクルはない。教育省が、全国統一フォーラム（FONAC）に



ラム・教

科書改訂

制度 

よる教育改革の答申に基づいてカリキュラムを定める。 

案件による「学びの改善」の概要 

生徒の学

力向上 

 効果検証調査の結果 

 知識、応用、推論のいずれの領域においても、テスト結果に改善が見られた。 

 調査の概要、テストの内容 

 全国 4 県の中高一貫校 6 校、小中一貫校 8 校の協力のもと 7～9 年生の教材

バリデーションを行い、これらの学校で教材の効果を検証するためのテスト

を、ベースライン調査（BLS）では 941名、エンドライン調査（ELS）では 659

名の生徒に対して実施した。 

授業の変

化 

 教員の指導の変化 

 旧教材は練習問題の量が多すぎたり難易度が高すぎたりしたため、プロジェ

クト開始時は意図された範囲よりも授業が進まないことが常態化していたが、

新教材を試用していく中で進度を気にしながら指導できる教員が増えた。 

・ 生徒の学習の変化 

 プロジェクト開始時の授業における生徒の活動は、黒板に書かれた内容をノ

ートに写す作業が中心であったが、新教材の試用の過程では多くの生徒が自分

で問題を解くために考えるようになった。 

プロジェ

クトの貢

献 

 バリデーションを実施した学校では、プロジェクトの介入が、①良質な教材の

提供による教授内容の質向上と平準化、②教員の授業準備の軽減、③授業中の

生徒の能動的な学習時間の増加などに寄与し、その結果、テストの成績に改善

が見られた。 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

 執筆開始前に生徒に実施した学力試験の結果や教員へのヒアリングをも

とに執筆方針を作成した。生徒の学習到達度の低さや各学年でカリキュラム

の半分近くを未習のまま 1年間を終えてしまうという事実を踏まえ、各単元

において学習内容の本質に焦点をあて、いたずらに問題を複雑にするだけの

数字の選び方は行わないよう統一した。旧教科書は練習問題量が多い故に授

業が進まなくなっていたことを踏まえ、新教科書に載せる練習問題は授業内

で扱う最低限の問題に厳選し、時間が余った際や補強で使用するための追加

的な問題は指導書にのみ載せた。 

 

 開発された教科書・指導書の特徴 

 教科書は授業展開に合わせて「導入問題、解説、まとめ、練習問題」で構

成されている。新たに学ぶ内容の習得を第一に考え、練習問題の難易度は易

しくなっている。多少難易度の高い問題や重要な既習事項は、吹き出しに取

り上げている。 

 指導書は、教科書の縮小コピーの周囲に「本時の目標、目標到達を判断す

るための問題、授業の流れ、目標時間、練習問題の解答案」などを載せ、各

単元には「前後の学習との繋がり、指導上の留意点や板書案、教科書開発前



後の生徒の成績結果例」を載せている。また、指導書の初めには、同国の現

状に鑑みた年間指導計画案を載せている。 

 

 教科書執筆体制 

- C/P 機関 

教育省、UPNFM 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定 プロセス 

 プロジェクト開始時に教育省から 7 名、UPNFM から 2 名の C/P が選

出された。また、これとは別に 2016 年 11 月からは UPNFM から教育実

習の名目で各期 2名が選出され、プロジェクト業務を支援した。 

 プロジェクト開始当初 6名の C/Pに対して高校数学の知識を測るテス

トを実施したが、平均正答率は 23.5%であり、これらの C/P は教材を開

発するための専門性を有していなかった。C/P の依願退職や異動、留学

などがあり、人員不足となったため、教育省と UPNFM からそれぞれ 1

名の C/P が追加で配置された。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 

 日本における数学の教員経験、ホンジュラスにおける青年海外協力隊

としての活動経験のある長期専門家が計 2 名配置された。2 名の専門家

が重複して派遣された期間は約 3.5 カ月間で、プロジェクト期間の大部

分は 1名の日本人専門家で対応した。 

- 日本人専門家／外国人専門家と C/P との役割分担 

 教材の執筆は、一部の高度な数学的知識を要する単元を除き C/P が行

った。日本人はドラフト原稿にコメントしたり、一緒に検討したりした。 

- 教科書編集 

 教科書の編集（InDesign 化）は、日本側予算で雇用した DTP オペレー

ター2 名が行った。 

- 教科書承認プロセス 

 教育省カリキュラム担当局の確認を経てはいるものの、技術的なコメ

ントは少なく、言語的なチェックという要素が強かった。その後、教育

省により改訂カリキュラム及びプロジェクトで開発した教科書を公式

に使用する旨のレターが発出された。 

- 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

 適切な C/Pを確保するため、相手国には C/P候補者に対してテストを

実施してもらい、その結果から任命可否を判断することが望まれる。ま

た、日本側では案件形成の段階において C/P候補の能力を把握すべきで

あり、その時点で期待する能力を有する C/Pが十分に確保されない可能

性がある場合は、プロジェクト期間の延長や日本側投入の増加など詳細

計画策定段階での対応が不可欠である。 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

 改訂カリキュラムをもとに、各時間の授業目的、単元指導計画、全学年の

年間指導計画を作成し執筆を開始した。 

 流れとしては、C/Pによるドラフト原稿執筆⇒日本人によるチェック＆コ



メント⇒修正⇒再チェック⇒修正して編集前のドラフト原稿を完成させ

る。このチェックと修正の往復は少ない単元で 3 回程度、多い単元では 10

回以上実施した。編集後の原稿を C/P と日本人で再確認し、バリデーショ

ン用の教材を完成させる。（教科書と指導書の両方をバリデーションするた

め、この時点で両方を開発。） 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 10～11年生の教科書のバリデーションは、全国 5県の 10 校（教師 17名、

生徒 621 名）で約 9カ月間にわたり実施された。 

 7～9 年生の教科書のバリデーションは、全国 4 県の中高一貫校 6 校、小

中一貫校 8校（教師 27 名、生徒 1,376 名）で約 15カ月間にわたり実施され

た。合計 147 回の授業観察と 123 回のモデル授業の結果をもとに教材の改

訂が行われた。 

 すべての授業観察、もしくはモデル授業後に、授業参観者と執筆担当者

（多くの場合は同一人物）と日本人専門家が、教科書・指導書のどの部分に

変更が必要か協議のうえ、修正案を作成した。また、担当以外の C/P に共有

する事項が発生した場合は全体会議を実施した。 

 修正版の原稿も、バリデーション前と同様に日本人のチェックと修正を

数回実施して最終案とし、それを編集にかけた後、執筆者ではない者を最低

4 名加えた最終チェックを行い、原稿を最終化した。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題） 

 全国の生徒用の 10～11年生の教科書は教育省の予算で印刷・配布された。

7～9 年生の教科書は教育省の予算で全国の生徒用に印刷・配布される計画

となっていたが未実施である。 

 全国の数学教員用の 7～11 年生の教科書と指導書は、日本側予算で印刷

され、ホンジュラス側予算で配布された。 

- 教科書配布のロジスティックス 

教育省の責任により 10～11 年生用の教科書は全生徒に配布されているが、

7～9年生用についてはプロジェクト終了時点で配布されていない。 

- ドナー連携 

10～11 年生の生徒用教科書の印刷・配布は、イベロアメリカ機構（OEI）の

協力で実施された。 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

- 中等教育（10～11 年生） 

 2017 年 11 月に全国研修ファシリテーター89 名に対し、教材導入の第一

カスケード研修が実施された。第二カスケード研修は、全国 18県で中等数

学教員 1,121 名を対象に実施された。 

- 基礎教育第三サイクル教育（7～9年生） 

 2018 年 10 月に全国研修ファシリテーター151名に対し、教材導入の第一

カスケード研修が実施された。第二カスケード研修は、2018年 11 月末まで

に 15 県 1,594 名の数学教員を対象に実施された。 

 



 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の確保、教員

養成機関での活用） 

 10～11年生の教科書は全国の生徒に配布されたが、その管理方法は学校によ

って異なる。政府は年間の授業日数 200日を目標に掲げているが、実際にはお

およそ週に 1回は数学の授業が行われておらず、また、45分間の授業時間のう

ち 35 分間程度しか授業時間が確保されていなかった。 

 開発された教材は UPNFM に提供された。 

 

 成果の検証方法（BLS、ELS） 

- 実施方法 

 全国 4 県の中高一貫校 6校、小中一貫校 8校の協力のもと 7～9 年生の教

材のバリデーションを行い、同 14校で教材の効果を測るためのテストを実

施した。サンプルサイズ（生徒数）は、BLS で 941 名、ELS で 659 名であ

る。試験問題は国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）を参考に、認知領域

を知識、応用、推論の 3つに分類し、各領域の問題数を全体の 50%、35%、

15%とした。また、2016 年～2017 年に使用された教科書における各単元の

配分時間数をもとに、全体で 20問になるよう各内容領域の問題数を定めた。 

- 実施上の制約 

 時間的な制約から、対象は 7～9年生のみで、10～11 年生では調査が行わ

れなかった。また、バリデーションを実施した介入群の学校に対する事前事

後比較のみ行い、介入群と比較群の群間比較は行われなかった。 

- 対外発信・広報への活用 

 2017 年に第 31回ラテンアメリカ数学教育会合（RELME31）に 12名、第

2 回中米・カリブ数学教育学会（II CEMACYC）に 4名の C/P が参加した。 

 

【参考文献】 

 JICA（2018）『ホンジュラス共和国 数学指導力向上プロジェクトフェーズ 3 事業完

了報告書』 

 SECRETARIA DE EDUCACION. (2003). Cirrículo Nacional Básico. 



【案件名】ラオス「初等教育における算数学習改善プロジェクト」（iTEAM） 

案件概要 

実施期間 2016年 2月 12日〜2022年 4月

28 日（約 6年 3 カ月間） 

協力金額 約 700百万円（事前評価時点） 

受託機関 株式会社パデコ 

東京書籍株式会社 

C/P 国立教育科学研究所（RIES）、教師教

育局（DTE）、普通教育局（DGE） 

PDM 

 

2018年 11

月改訂版

PDM

（ver.1） 

 上位目標 

Students’ learning outcome in mathematics at primary level is improved. 

 プロジェクト目標 

Quality of primary mathematics lessons is enhanced through mathematical educational 

materials including textbook, teacher's guide and teaching/learning materials. 

 成果※1 

1) Mathematics educational materials including textbook, teacher's guide and 

teaching/learning materials are developed. 

2) TTC ※ 2 curriculum and educational materials relating to primary mathematics 

become effective for improving mathematical subject knowledge and teaching skills 

of TTC students. 

3) The concepts of new teaching methodology for primary mathematics are 

disseminated to teachers through INSET※3 activities. 

※1 2018年 12月 28日に R/D変更が行われ、PDMの一部（プロジェクト目標、成果 3等）

が変更された。同 PDMについて和文は作成されておらず、プロジェクトでは、和訳版を併

用することによる内容の理解に齟齬が生じないよう、報告書内において PDM の記載は英

文で統一されている。 

※2 Teaching Training College 

※3 In-Service Education and Training 

 

裨益者 【直接裨益者】パイロット 4 県の TTC4 校の算数教官（研修実施能力、知識・授

業技能等のアップデート等）、教科書パイロット、もしくはパイロット現職教員研

修（INSET）を実施する複数の初等学校の教員（授業実施能力・知識・授業技能の

向上） 

【間接裨益者】全国の初等学校生徒、全国 TTC 初等科専攻の学生 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 教育・スポーツセクター開発計画（2016-2020） 

- Overall Goal：ラオスが 2020 年までに後発開発途上国から脱却するため、す

べての国民が等しく質の高い教育・スポーツにアクセスでき、また社会経済

開発の恩恵を受けることができるよう、ラオスの教育・スポーツセクターが

適切に整備される。 

- Overarching outcome：ラオスが 2020年までに後発開発途上国から脱却するた

め、すべての学習者がラオスにおける教育のスキルの 5 つの原則（道徳的、

知的、職業的、身体的、および芸術的発達）を備え、社会経済開発に資する

またその開発の恩恵を受けるために必要な認知・非認知のスキルを身につけ

る。 



- Objective 1：すべての生徒が、労働市場または中等・高等教育進学に必要な

基礎的な知識と技能（健康への適切な配慮を含む）を習得する。 他 

 新初等算数カリキュラム 

- 算数を学ぶことで、生徒が問題解決の過程において論理的思考ができ、指針

を決め、分析的思考をし、意見を述べることができるようになる。 

- 将来の学習のため、また思考力を高めるために、生徒が算数の活動を楽しみ、

算数の学習を好きになり、日常生活の中で算数の知識を活用することが重要

である。 

 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

 カリキュラム・教科書の開発は、国立教育科学研究所（RIES）により行われる。 

 現在の初等教育カリキュラムと教科書は、2005 年から開始された世銀が支援す

る Second Education Development Project のもとで改訂された。 

 教科書の改訂は、10年後を目処に行われる予定である。 

 

案件による「学びの改善」の概要 

生 徒 / 生

徒の学力

向上 

 効果検証調査の結果 

- 1 年生（G1）では、ベースライン調査からエンドライン調査にかけ、算数試

験の得点の向上が見られた。男子の方が女子よりも高得点を獲得した。 

- 算数試験結果に向上が見られたものの、生徒は指を使ったり、棒を書いたり

して計算していた。 

 

 調査概要、テスト内容 

- 調査概要 

➢ 新教科書の導入前後でテスト結果を比較した。テストは、各学年の学期末

に実施した。 

ベースライン調査（without）： 

2018 年 5 月（G1）、2019年 5月（G2）、2020年 9 月（G3） 

エンドライン調査（with）： 

2019 年 5 月（G1）、2020年 9月（G2）、2021年 5 月（G1、G3） 

➢ 各パイロット県から都市中心郡と地方郡の 2群を選び、各郡で 10 校を無

作為抽出した（計 80 校）。毎年可能な限り同じ学校・教員を対象とした。 

- テスト内容 

➢ 調査ツール（試験）は、各学年の現行カリキュラムと新カリキュラムの重

複部分を中心に作成した。学年が上がる毎に重複部分が少なくなるため、

今後（3年以降）どのようなテスト内容にするかは要検討である。 

➢ 1 年生は生徒が文字を読めないこと、また生徒の思考プロセス（どのよう

に数を数えるのかなど）を確認するため筆記試験ではなくインタビュー

形式でテストを実施した。2 年生以降は筆記試験とした。 

 

授業の変

化 

 教員の指導の変化 

 日本人専門家（算数教育）によると、「教員が教科書の内容を板書し子どもが

それをノートに写す」授業ではなく、「子どもたちが具体的な操作をする中で学

ぶ」授業を実現したいと考えている。モニタリングでは、研修で紹介したよう



な手作り教材（半具体物（ペットボトルキャップや木の実、おはじき、スティ

ックなど））を用いた学習活動を取り入れた授業が確認された。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 教科書・指導書の導入 

 ラオスにはあまり文字を読む文化がないためか、教員があまり指導書を読ま

ないことがわかった。必要な情報を生徒に届けるため、教科書により多くの情

報を記載することとした。 

 現職教員研修（カスケード方式）の実施 

 初等教員養成校のカリキュラム開発支援、副教材の作成 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

 C/P 執筆者との協議により、発達段階に応じた指導方法の紹介、論理的に妥当

な指導順序の設定、思考力を養う問題の導入、効果的な図表・半具体物の使用

など、算数教育の国際的標準に準拠した形で、日本の教科書・指導書のコンセ

プトを積極的に取り入れながら、ラオスの教科書・指導書を改訂していくこと

が決定された。  

 ラオスの現行算数教科書の課題をプロジェクトで分析し、1）生徒の発達段階

に合わない方法での指導、2）一つの単元に充てられるページが短く、具体例か

ら導入する時間や、ある概念を導入した後に関連するスキルを習熟する時間、

更にそれを用いて問題を解決する時間が短い、3）概念の理解を深める問題や活

動が少ない、4）指導の順序が不適切で、丸暗記せざるを得ない状況にある、5）

図形などを用いた説明がないなどの課題が挙げられた。 

 

 教科書執筆体制 

- C/P 機関 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定プロセス 

 C/P 11名のうち、6名がコアメンバー（専任）（カリキュラム・教科書の開

発を担当している国立教育科学研究所（RIES）職員）である。5 名は兼任で、

教育省他局職員、現職教員や TTC 教員である（ただし、5名の内 1名は 2019

年に地方の郡教育局への配属となったため実質 4名となった）。2020 年 3月

現在、さらに 1 名の RIES 職員を専任メンバーとして追加手続き中である。

C/P の選出は教育省がプロジェクト形成時に行い、プロジェクトは関わって

いない。ただし、本邦研修の参加者に関しては、プロジェクトが選出（教育

省に提案）した。プロジェクトが進むにつれ、C/P の能力の差が鮮明になっ

た。年輩の C/Pの場合には、新しい教科書の知識や指導法に対応できないこ

ともあった。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 

 算数関係の日本人専門家チームとして、開発コンサルタント（算数教育）

と教科書会社が配置された。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 納期が短いこと、当時の算数チームの能力では、独自に教科書の DTP 編

集を行うのは技術的に難しいとの判断から、G1～G2では日本で大半の DTP



編集業務を行った。G3は現地 DTP オペレーターを雇用し、教科書組版業務

はラオス現地で行った。 

- 教科書承認プロセス 

 承認は、カリキュラム及び教材承認委員会（CACIM）で行われる。CACIM

には、RIESを含む教育省各局幹部、国立大学教授等の外部有識者計 20 名程

度が参加する。3 日間のワークショップが開かれ、適宜 C/P が教科書の内容

を説明し、教科書・指導書の内容について参加者間で議論した後、教材が承

認される。修正指摘事項はほぼラオス語やイラスト部分であり、内容に関す

るコメントは少ない。 

- 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

➢ 通期でのバリデーションを実施しているため、教科書の改訂と、次学年教

科書の執筆の時期が重なる。6名の専任 C/Pでは人手が足りない。 

➢ C/P は執筆担当と、DTP 担当を分けることが望ましい。現状では C/P の

うち、優秀な 3 名が執筆・DTP どちらも担当しており、時間が限られて

しまう。 

➢ プロジェクト開始時、カリキュラムのレビューのために MM を前倒しで

使った。専門家の投入を積算する際は、各学年の教科書作成に要する期間

を平均して積み上げるのではなく、カリキュラムのレビューや修正が必

要な場合が多い初年度に追加的に MMをつける必要がある。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

➢ 基本的な教科書開発の流れは以下のとおり。 

①編集・改定方針/プロット検討→②教科書原稿執筆→③イラスト作成→

④教科書組版→⑤指導書執筆・組版→⑥パイロット教員ワークショップ

→⑦バリデーション→⑧モニタリング→⑨内容検討ワークショップ→⑩

原稿修正→⑪CACIM ワークショップ（承認）→⑫校了→⑬印刷用手続き

→⑭印刷→⑮配送→⑯中央研修→⑰郡研修 

➢ G1 では、入稿までの時間の制約から、原稿執筆、組版及びイラスト開発

の業務を一部、国内作業に切り替え作成し、納期に間に合わせた。結果、

G1 教材開発には多くの日本人専門家の MMを割くこととなった。 

➢ G2 からは、日本人専門家は算数チームに対して、単元配列、ページ割振

り、各ページ案を提示し、算数チームが日本人専門家とともに検討を加え

ながら執筆する方法をとった。G3 では日本人専門家が適宜助言を行い、

C/P が全てのページを執筆した。全体の 4 分の 3 を本邦研修中に行い、残

りの 4分の 1を現地指導で行った。 

➢ 指導書は、G1 は日本側がドラフトを作成した。G2 からは日本の指導書

を翻訳し、それを参考にしながら C/P 執筆者が執筆した。 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 学期を 4セットに分け、セット毎にバリデーションを行った。パイロット

校は G1 が 25 校、G2 が 26 校で「基礎教育の質及びアクセスプログラム

（BEQUAL）」がリードした。G3以降はプロジェクト単独で行い、校数を減

らして（13校）実施した。各セット前にワークショップまたはモニタリング



を行い、教科書・指導書の配布、内容の説明を行った。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題） 

 G1 と G2 の算数教科書・指導書の印刷・配布は、教育省が全額を負担し

た。G3 についても、教育省予算で印刷・配布予定。 

- 教科書配布のロジスティックス 

 教育省との協議の結果、算数の教科書・指導書に関しては、印刷・配送は

ラオス政府の政府系機関（印刷公社（印刷）、教育省倉庫（配布））が実施す

ることとなった。その時点で予算額については JICA 側から細かく追及しな

くなり、本プロジェクトは実際の契約金額や印刷部数を把握していない。 

 2018年 9～11月に本プロジェクトが行った G1 教科書・指導書の配布状況

調査によれば、首都内の調査対象校における教科書の充足率は約 76.9％であ

った。 

 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 教科書普及研修をカスケード方式（2層：中央研修（4日間）→郡研修（2日

間））で実施した。中央研修の対象は、全国各郡（全国 148 郡）から 1 名の指

導主事、各県（全国 18 県）の県教育局職員 2 名及び各教員養成校（TTC）の教

官 4 名（計 180 名以上が参加）とした。研修は、マイクロティーチング等を取

り入れた実践的なものであった。中央研修参加者のうち、TTC 教官の理解度は

高い。また、手作り教材を紹介した映像教材を作成し研修で活用する、中央研

修講師が郡研修に赴き指導する等の方法で郡研修での質の担保を図っている。 

 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の確保、教員

養成機関での活用） 

- 給与・貸与方式 

 教科書は貸与制である。 

- 教員養成機関での活用 

➢ TTC カリキュラム作成チーム（9 名）は初等教育チームとは別である

が、iTEAM C/P（RIES 職員、教育省教員教育開発センター、TTC 教

官）4 名やマスタートレーナー3 名（TTC 教官）がメンバーに入って

おり、関連性を持たせることができる。現在、新カリキュラムが試行中

である。 

➢ iTEAM の成果の指標に TTC 学生の算数科目知識の向上が入っている

こともあり、1年生第 1学期の Basic Mathematics 1 では、講義だけで

はなく、演習時間も多く確保し、コースのシラバス、指導案執筆、演

習の時間で使用する問題集（副教材）の作成を支援している。TTC学

生の能力は決して高くない。小 3の問題すら満足に解けない学生もいる。 

➢ 教育省の予算がなく、教員の新規採用数が限られており、「ボランティア

教員」として無給ではたらく卒業生も多い。そのため、実際に教員になる

TTC 卒業生は多くはない。 

➢ TTC 学生に対する新初等教科書に関する研修はプロジェクトの活動では



ないが、教員実習を控えた学生のため、TTC教官が自主的に行っている。 

➢ 初等教育教科書・指導書は TTC に配布され、特に教育実習前の TTC

の授業で適宜活用されている。 

 

 対外発信・広報への活用 

 テレビ・新聞（各学年教科書配布時期、G1：2018年 9月、テレビ放映回数 15

回程）、Facebook（通期）、バッグ・ポロシャツ・ステッカー（各学年教科書普及

研修実施時期）、JICAウェブページ 
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【面談】（敬称略） 

 2020年 3月 16日 iTEAM 日本人専門家 齋藤健二・中野明子 



【案件名】パプアニューギニア（PNG）「理数科教育の質改善プロジェクト」（QUIS-ME） 

案件概要 

実施期間 2016年 3 月～2019 年 11月 

（約 3年 9カ月間） 

協力金額 約 500百万円（事前評価時点） 

受託機関 アイ・シー・ネット株式会社 

株式会社パデコ 

C/P 教育省カリキュラム開発局（CDD） 

PDM 

 

 上位目標 

全国に配布された初等第 3～6学年の理数科教科書・指導書が活用される。 

 プロジェクト目標 

教育省が理数科の教科書・指導書を全国に導入するための準備が整えられる。 

 成果 

1) 教科書の普及のための戦略と計画が策定される。 

2) SBC※に沿った教育省の第 1ドラフトが完成する。 

3) 教員・児童にとって教科内容を理解しやすい教科書・指導書が完成する。 

4) 教員が教科書の使い方を学ぶためのオリエンテーション教材が開発される。 

※SBC (Standards Based Curriculum): PNGで導入された新カリキュラム 

 

裨益者 【直接受益者】 PNG 国内の初等学校教員と講師より選出された教科書執筆者、

教科書開発に携わる CDD 職員などのカウンターパート 79 人 

【最終受益者】 

初等学校教員 1.7 万人、初等学校児童 67.5 万人 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 国家カリキュラム基準フレームワーク（NCSF） 

- （新カリキュラムの）最終的な目標は子どもたちがキャリア、高等教育、市

民となるための準備ができることである。そのため、以下の 13の目標（Aim）

を立てる。 

➢ Aim 1：生徒がキャリア、高等教育、市民となる準備のために必要な知識、

技能、価値観、態度を身につける。 

Goal 1：21 世紀における労働市場、学習、生活において必要で需要のある

知識、雇用され得る能力、価値観、態度を身につける、など計 3つ。 

➢ Aim 2：生徒が言語、算数、理科（…）において国際水準・高度な基準を達

成する。 

Goal 2：多様な算数の問題を解くための算数的な推論、統計的知識、プロ

セス、公式、概念を理解し、活用できる、など計 13つ。 

 初等教育（3～5 年生）算数シラバス 

質の高い算数教育をすべての生徒に提供する。 

算数を学ぶことですべての生徒が、 

- 算数的に物事を考え、説明できる。 

- 情報の収集、表現、分析、評価をすることで算数を用いたコミュニケーショ

ンができる。 

- 日常生活に算数の考え方、知識、技能を活用できる。 

- 算数を使い、問題を分析し、解決することができる。 



- 生活の中の必要で関連する場面において、算数のよさに気づくことができ

る。 

- 日常生活の中で計算ができるようになる。 

ことを目指す。 

 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

 CDD がシラバス・教員用ガイド作成の責任機関である。NCSFは、教育大臣直

属の委員会が作成した。 

 カリキュラムは、5 年毎に改訂。次回修正は新学校制度に合わせるための修正

となる予定である。調査・評価局がカリキュラムをレビューした結果に基づき、

CDD がカリキュラムの見直しを行う。 

 

案件による「学びの改善」の概要 

生徒の学

力向上 

 効果検証調査の結果 

- ベースライン・エンドライン調査の結果、生徒にも教員にも新教科書・指導

書を活用することで、その学習到達度に介入効果がみられることが確認さ

れた。 

 調査の概要、テストの内容 

- 調査の概要 

➢ ベースライン調査とエンドライン調査について、2017 年に 3、4 学年を対

象にした第 1 次調査、2018 年に 5、6 学年を対象にした第 2 次調査を実

施した。調査では新教科書と教員用指導書の効果について使用前・使用後、

使用した場合としなかった場合の違いを確認した。対象生徒と教員の現状

や算数に関する意識調査も合わせて調査した。 

➢ 調査対象は、首都特別区（NCD）とセントラル州のパイロット校 10 校と

ノンパイロット校 3 校を選んだ。 

➢ 実施時期は、パイロット校での新教科書ドラフトを使用する前にベースラ

イン調査を、新教科書を使用後にエンドライン調査を行った。 

- テスト内容 

➢ ベースライン調査は、前学年までの既習事項を問題とし、エンドライン調

査は新教科書により新たに学んだ内容までを問題に取り入れた。ベースラ

インとエンドラインでは問題の難易度が異なるために、得点を標準化して

比較した。 



 

授業の変

化 

 日本人専門家（算数教育）によると、教科書・指導書の流れに沿い授業をすれ

ば、生徒に算数的な意味（コンセプト）を教えることができるようになってい

る。 

 現地調査で授業観察を行ったところ、ノンパイロット校では、教員が計算の方

法を教え、プリントを配布し、それをもとに生徒が個別に問題演習をし、教員

が机間巡視・丸付けをするという流れで授業が行われていた。出題された問題

は、授業で扱った内容や難易度に即していなかった。パイロット校では教員が

教科書に記載されている流れのとおり説明が行われており、生徒への発問が積

極的に取り入れられ、また生徒の解答を踏まえて追加の説明をする等、生徒の

考えを活用した授業が展開されていた。また、グリッド線の入った紙を配布し、

生徒に対称な図形を描かせ、それらをクラス全体で発表する等、生徒の活動を

取り入れた授業も展開されていた。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 教科書・指導書の導入 

算数のコンセプトが理解できるような現職教員研修（校内研修方式）の計画、

オリエンテーションキットの作成 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

プロジェクト開始後、C/P（導入戦略・計画ワーキンググループ）とともに概

算予算額を含む「教科書・指導書の導入のための戦略と計画」の第 1 版を作成

し、JCC で承認を得た。その後、印刷・配布コスト等の変更点を踏まえ適宜修

正し、2019 年 11月に最終版が承認された。 

同計画に含まれた内容：国定教科書の位置づけに関する政策文書の策定、教科

書・指導書の開発、新教科書にあった学習評価手法の改善、新教科書活用のた

めの現職教員研修、新教科書活用のための教員養成校の授業改善、新教科書導

入に伴うモニタリングシステムの改善、持続的な教科書改訂に向けた取り組み。 

フォントサイズや行間等に関しては、日本人専門家が最終化の際に適宜調整

するため、文書（ガイドライン）として作成しなかった。 

 

・教科書執筆体制 

- C/P 機関 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定プロセス 

 プロジェクト開始当初、C/P 執筆者（TBW） は教育省が選定した。総括

によると、教育省が執筆者を選定する場合、必ずしも必要な資質・能力を備

えている人材を選定しているわけではなく、縁故による登用の場合がある。

増員メンバーについては、語学力、教科知識の筆記試験、面接試験を経て、

プロジェクトが選定した。 

日本人専門家から、執筆者に必要な能力として、前期中等数学までの内容

を理解していることが挙げられた。将来の学習内容との繋がりを理解して

いることで、質の高い教科書を作成できる。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 



開発コンサルタント、大学教授、教科書会社の三者で構成された。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 教科書開発会社より編集専門家が入り、DTP オペレーターに対して技術

支援を行った。最終ドラフトが完成した単元ごとに、教科書開発専門家と編

集担当 C/P からなる編集チームにデータを送り、最終校正と DTP 編集作業

を行った。編集チームは、分量、配列、写真・イラスト、誤記などを確認し、

問題がある場合は、TBW へフィードバックした。教科書と指導書のデザイ

ン（色やフォントなど）については、日本のデザイナーが案を複数作成し、

C/P と協議して最終的に決定した。 

英語校正は、TBW の中で特に英語力に秀でている TBW と CDD の校正

担当職員が担当し、PNG の教員と生徒が理解しやすい英語となった。 

- 教科書承認プロセス 

 教科書の承認プロセスは、カリキュラムパネル会議（CDT 幹部）→教科

アドバイザリー委員会（外部有識者）→カリキュラム審議会（教育省幹部）

という流れである。カリキュラムパネルが自分たちの教科書であるという

意識を強く持ち、各ページを詳細に確認したことで、承認に多大な時間を要

した。JICA PNG 事務所担当者は、C/P 機関のオーナーシップや質の担保は

重要であるとともに、そのために要する時間とのバランスをとる必要があ

ると考えていた。また、修正コメントは、内容に関するものよりは、イラス

トや構成、また言語に関するものが多く、TBW からは、あらかじめ教科書

の仕様を取りまとめたガイドラインを作成し、関係者に明示する必要性を

感じたとの意見があった。 

- 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

 日本人専門家（算数教育）によると、プロジェクト期間中にゼロから教科

書を作成するとなると、期間内に同じ質の教科書を作成することは難しい

とのことであった。学校図書の英語版算数教科書をもとに作成したことで、

効率的に作成を進められたようである。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

➢ 基本的な流れは以下のとおり。 

 開発手順の決定→カリキュラムの分析→対象学年の内容範囲の決定→

仕様の決定→教科書・指導書の第１次原稿執筆→編集・検証作業の計画（パ

イロット校と教員の選定、教員へのオリエンテーション等）→第１原稿の

検証・改訂（第１次検証）→教材開発承認委員会での協議→第１次検証に

基づいた第 2次原稿の作成→２次原稿のパイロット校での検証（第２次検

証）→第２次検証に基づいた最終原稿の作成（承認委員会からのフィード

バックへの対応含む） 

➢ 教科書を作成した経験を有する人材がいなかったため、算数は日本の教科

書（英語版）を PNG の文脈に合わせて修正を加える形で開発が行われた。 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 3、4 年生（2017年）の検証にあたっては、3 月～11 月の間に 6 回、各

7 日間程度の期間で、全てのパイロット教員の授業をモニタリングした。結



果、教科書・指導書そのものの課題よりも、パイロット教員が教え方を間違

えるなど教員の能力により十分な検証ができない授業があった。同反省を

踏まえ、2018 年の教科書・指導書の第 2 次検証は、バリデーション前に、

パイロット教員を対象とし、全授業についてマイクロティーチングによる

検証ワークショップを行った。同ワークショップを通し、教員の能力向上だ

けではなく、教科書・指導書の大部分の修正が完了し、最終校正・編集の最

終化作業は概ね軽微な修正のみとなった。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題） 

 日本の無償資金協力により、QUIS-ME が作成した教科書・指導書が PNG

国内に配布されている。G3/G4 は 2020 年 2 月、G5/G6 は 2021 年 2 月に配

布予定。 

- 教科書配布のロジスティックス 

 CDD カリキュラム課長によると、教科書配布のモニタリングは CDT 職

員が行っている。配布が難しいと思われる州の学校をランダムに訪問し、届

いていない場合は、郡の視学官に連絡をし、状況の説明を受けている。 

 PNG の地理的要因から、教科書・指導書の配布が困難な僻地の学校の教

員（全体のうち約 10%）は、ヘリコプターで空輸するなどの手段がない限

り、教科書・指導書を受け取り活用するのに時間がかかると考えられる。 

 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 当初カスケード式を予定していたが、研修実施予算が確保できない可能性に

鑑み、校内研修を主とした研修の実施とした。 

期間：0.5 日間（種別 A）または 3.5 日間（種別 B）の研修パッケージを準備

した。 

研修方法：マスタートレーナー（CDD・教師教育局・教員養成校教官）が州の

現職教員研修担当者を対象に中央研修を実施→プロジェクトが作成した研修

教材を用いて、各校で校長・シニア教員がファシリテートし、校内研修を実施

（州の現職教員研修担当者が各校を巡回し、校内研修の実施を支援する。） 

トレーナー：各校 3～4 人（研修内容の指導事項は、ビデオ・教材を参照する） 

参加者：全国の小学校教員 

研修内容：種別 Aの研修は必ず事前に研修して欲しい内容（新教科書・指導書

の使い方など）、種別 B は後からゆっくりと学んでいって良い内容（指導方法

や学習評価、継続的な校内研修の計画など）とした。 

研修教材：研修トレーナー用と受講者用の 2 種類の印刷教材、及び教育省のト

レーナーが動画で研修内容の説明や活動の指示を行う研修ビデオを研修教材

とした。 

 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の 確保、教員

養成機関での活用） 

- 給与・貸与方式 

 教科書は貸与制である。教員用・生徒用の教科書を学校に配布。毎回授業



開始時・終了時に教科書が配布・回収されるため生徒は家に持ち帰ることが

できない。 

- 教員養成機関での活用 

教科書・指導書は教員養成校にも配布された。 

  

 対外発信・広報への活用 

 比較的大規模なワークショップと会議にはテレビ局を招待し、ニュース放送

によるプロジェクトの紹介を 3 度行った。新聞ニュース記事を通じてプロジェ

クトの紹介を行った。その他、プロジェクトのロゴ、広報用バナー、パンフレ

ット、T シャツの作成、1分程度のプロモーションビデオ 4 本の制作、ウェブ

サイト やメディアで新教科書を紹介した。 

 

 

【参考文献】 

 JICA, アイ・シー・ネット株式会社, 株式会社パデコ（2019）『パプアニューギニア国

理数科教育の質改善プロジェクト事業完了報告書』 

 JICA（2015）『パプアニューギニア国理数科教育の質の改善プロジェクト事業事前評

価表』<https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2015_1500259_1_s.pdf> 

 Department of Education. (n.d.). National Curriculum Standards Framework 

 Department of Education. (2017a). Mathematics Syllabus Primary Grades 3, 4 &5 

 Department of Education. (2017b). Standards-Based Curriculum Position Paper 

 Department of Education & Japan International Cooperation Agency. (2019). THE 

STRAGETEIES AND PLANS FOR THE INTRODUCTION OF NEW TEXTBOOKS. 

 

【面談】（敬称略） 

 2020年 2月 7日 QUIS-ME 日本人専門家 日下智志 

 2020年 2月 19日 QUIS-ME 総括 伊藤明徳 

 2020年 2月 20日 教育省教師教育局教師教育課長 Geoff Gibaru、職員 Collet Dadavana 

 2020年 2月 20日 教育省 CDD カリキュラム課長 Gadhi Lavaki 



【案件名】パレスチナ「日本初等理数科カリキュラム・教科書改訂協力プロジェクト」

（PAJEC） 

案件概要 

実施期間 2016年 12月から 2018年 10 月 

（約 1年 11 カ月間） 

協力金額 178百万円 

受託機関 株式会社国際開発センター

（IDCJ） 

 

C/P 教育・高等教育省カリキュラム開発

センター（PCDC） 

PDM  上位目標 

授業における教員の指導と生徒の学習が改善される。 

 プロジェクト目標 

理数科の教科書および関連教材の質が向上する。 

 成果 

1) 理数科の教科書および関連教材の開発・改訂にかかるコーディネーターお

よび執筆者の知識と技能が向上する。 

2) 理数科の教科書および関連教材の開発・改訂に関する参考資料集が開発さ

れる。 

 

裨益者 【直接裨益者】 

数学サブジェクトチーム（コーディネーターを含む）約 10 名、理科サブジェクト

チーム（コーディネーターを含む）約 10名、教育・高等教育省管理職約 10名 

【最終裨益者】 

初等教育・中等教育教員（公立及び国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）

校の合計 4.7 万人）、初等教育・中等教育生徒（公立及び UNRWA校の合計約 106

万人） 

 

※上記サブジェクトチームは、教育・高等教育省職員（PCDC、試験局、教員教育研究所）、

大学教授、学校教員から構成される。 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 生徒中心型の教育及び環境をつくる  

 生徒の創造性と知識を高め、基本的な読み書き能力、分析能力、問題解決能

力、及び高度な社会的能力及びコミュニケーション能力の習得を保証する質の

高い教育を促進することを目指す。国民が健康で良い生活を営み、持続可能な

開発を目指す教育により地域及び国際社会の課題に対応し、科学・知識・創造

性・卓説性・忠誠心を身に着け、さらに国民の地域や国際開発に対応する不動

な態度を習得する能力と価値を育成する。 

 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

 パレスチナでは過去 2 回（2000年、2015 年）カリキュラムが改訂された。第 1

回目は、エジプトやヨルダンのカリキュラムをもとに改訂された。第 2 回目で

は、国際的潮流に従い、生徒の思考力を向上させるため、生徒中心型教育に焦

点を当てたカリキュラムが作成された。 

 

案件による「学びの改善」の概要 



生徒の学

力向上 

 効果検証調査の結果 

 プロジェクトの実施期間が限られていたため、試験問題は用いず、質問票によ

り意見を収集した。ベースラインとエンドライン調査の比較結果によると、生

徒（5、6 年生）が旧教科書と比較し、新ドラフト教科書は理解し易くなった（算

数）、見易くなった（理科）などの好意的な評価をした。 

 

 調査の概要、テストの内容 

- 調査の概要 

 生徒と教員の新教科書に対する印象、新教科書の見やすさ・学びやすさ・

教えやすさ・使い勝手の良さ、教員の指導や学習プロセスの変化を検証する

ことを狙いとして、ベースライン調査とエンドライン調査の結果を比較分

析した。 

- 調査内容 

 校長、教員、生徒に対し質問票を配布した。各質問を 5段階のリッカート

スケールで評価した。 

 

授業の変

化 

 教員の指導の変化 

 エンドライン調査では、新しい教科書の分かりやすさや見やすさが低下し

た、と回答した教員の割合が多かった。新教科書では、生徒の思考力を育成す

るため、旧教科書と比較して解法の説明が大幅に削減された。算数の新教科書

には、例題や問題の解答はなく、活動中心の学習を想定した紙面構成へ変化し

た。その結果、教員経験の長い教員は教科書の内容をどのように指導して良い

か分からず、その戸惑いが教員の「良い教科書ではない」との判断に繋がった

と推測される。 

 生徒の学習の変化 

 算数教科書に関するベースライン調査とエンドライン調査における生徒質

問票の結果を見ると、質問項目「算数の教科書の記述が分かりやすい」、「算数

の教科書が見やすい」のエンドライン調査の回答平均値は、ベースライン調査

の平均値と比較して統計的に有意に増加した。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 開発された教科書・指導書の特徴 

 PAJEC 関係者によると、下記の点が新しい教科書・指導書の特徴である。 

- 教科書 

 カリキュラムは「生徒に考えさせる」ことに焦点を当てていた。生徒の考

える力を育成するため、「生徒の考えを引き出す」アプローチを取り入れた。 

- 指導書 

 いくつかの小単元を取り上げ、アクティブラーニング促進の観点から指

導上の注意点を記載した。 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

 執筆方針は PCDC が策定した。プロジェクトにおける算数・数学の教科書・

指導書作成段階において、下記の点が確認された。 



- 教科書 

➢ 算数・数学が人の生活を助けることや、算数・数学を学ぶ意義が示され

ている。 

➢ 生徒の回答の正否を問うだけでなく、どのようにその問題を捉え、どの

ように考えたかを尊重する教科書の内容になっている。 

➢ 生徒に計算問題を解かせるだけでなく、生徒の考える力を育てるような

問いが多く入った教科書になっている。 

➢ 多様な解答方法があることを示し、生徒がそれに取り組むことによって、

柔軟な考え方を養えるような教科書になっている。 

➢ 問題の説明やヒントがあり、生徒のつまずきを軽減し、考える糸口を見

出せる工夫がある。 

- 指導書 

➢ アクティブラーニングの進め方が具体的に示してある。 

 

 教科書執筆体制 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定プロセス 

 PCDC は教科書開発の各プロセスに必要な人材（各教科専門家、編集者、

印刷担当者、校正担当者など）を有し、執筆から印刷発注までのプロセスを

すべて担当する。組織としては機能しているものの、各担当者の専門性が低

く、人員が少ない。理科や数学の執筆は修士や博士を取得した教科専門の

C/Pが担当したが、1～12学年分のすべての教科書執筆を行うことは難しく、

単元全体の 3 分の 1 程度の執筆は外部発注した。主な発注先は大学教授や

パレスチナ全域で有名な教員であった。PCDC の C/P はフルタイムでプロ

ジェクト活動に参加し、外部執筆者はパートタイムで原稿のドラフトを作

成した。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 

 日本人専門家 3名のうち、2名の教科担当（算数・数学担当、理科担当）

の日本人専門家が配置された。算数・数学の専門家は、数学を専門とする大

学教授であり、20 年以上にわたり日本の算数・数学教科書の執筆に従事し

た。理科の専門家は、20 年以上にわたり教科書会社で理科の教科書開発に

従事した。 

- 日本人専門家／外国人専門家と C/P との役割分担 

 教科書開発のすべての段階で PCDCがリーダーシップをとった。PCDCの

局長及び各教科リーダーが教科書編集方針や教科書の学習内容の配列及び

単元指導計画を策定し、執筆プロセスの進捗を管理した。学習内容の配列に

改善が必要な個所が多々見られたため、日本人専門家が指摘したが、C/Pは

理解を示したものの既に教育省が承認した学習内容の配列や単元指導計画

を覆すことは容易ではなく、多少の修正を除いて殆ど改善することはでき

なかった。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 日本人専門家の主な役割は最終化される前の原稿を可能な限り確認・修

正することであった。また、週に 1度開催される執筆者会議に出席し、技術

的な見地から執筆者全体に対して助言した。 



- 教科書承認プロセス 

 PCDC によると、カリキュラム及び教科書は、教育省カリキュラム委員会

（大臣、副大臣補、PCDC 及び関連部局の人員により構成）が承認したあと、

教育大臣に承認される。 

 

 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

 PAJEC 関係者によれば、教科書開発を支援するのであれば、カリキュラムの

段階から介入することが望ましい。望ましい作成期間は 1 学年に 1 年間であ

る。各学年に 1名の教科専門家を配置し、年間 7人月程度の稼働が必要である。

また、執筆原稿の確認を担う教科専門家のほかに、編集工程に明るい専門家を

各教科 1 名配置することが望ましい。特に、国内には優秀な教科書会社が複数

あるため、教科書会社が案件に参加できればより良い。教科書会社は指導要領

から教科書の単元配列や学習内容を考えるプロフェッショナルであるため、カ

リキュラム改訂支援において、その知見が大いに活用できる。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

 PCDC に所属する 8 名の C/P が主に日本人専門家チームと協働した。執

筆者（算数・数学 67名、理科 80 名）が作成した原稿を C/Pが確認・修正し

た。 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 多くの執筆者は学校現場に行く時間を確保することが難しく定期的に試

行を実施することができなかった。しかし、学校現場での試行を通じ、どの

ような説明をすると生徒が理解しやすいかなど、生徒の視点に立って教科

書を作成することの重要性を執筆者である C/P や大学教員に伝えることは

重要である。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題）及びロジスティックス 

印刷・配布などに係る手配と費用はすべて PCDC が管理・負担した。 

- ドナー連携 

本プロジェクトに係る費用は、欧州連合（EU）やアイルランドからの教材

開発に対する教育省への資金援助によるものである。 

 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 教育省主導により、教員を対象に地方 4 カ所で教科書作成に関する研修が実

施されたが、導入研修と呼べる内容ではなく、教科書の概要を示す説明会のよ

うなものであった。 

 プロジェクト期間中に教科書の使用法に関する導入研修を行う時間がなか

ったことから、教員に教科書の使い方を十分伝達することができなかった。 

 後続案件「パレスチナ理数科教育の質改善プロジェクト」に、教員が教科書

を活用するための能力強化研修が期待されている。 

 



 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の 確保、教員

養成機関での活用） 

 新しい教科書の最大の特徴はアクティブラーニングと生徒中心型教育アプ

ローチを授業に組み込むことである。多くの教員にとって新しいものであるた

め、座学形式ではなく実践を通じて学べる教員研修の実施が必要である。 

 また、今後、教員が教科書を活用して授業が行えるように、各授業ページに

具体的な指導の方法を示すよう指導書を改善することが望ましい。 

 

 

【参考文献】 

 JICA（2018）『パレスチナ日本初等理数科カリキュラム・教科書改訂協力プロジェクト』 

 JICA（2015）『パレスチナ自治政府教育セクター基礎情報収集・確認調査報告書』 

 Ministry of Education and Higher Education. (2017). Education Sector Strategic Plan 2017-2022. 

Retrieved from  

http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=34117.%20 

 

【面談】（敬称略） 

 2020年 2月 5日 国際協力専門員 又地淳 

 2020年 2月 18日 PAJEC 総括 佐藤幸司 



【案件名】グアテマラ「前期中等数学科教育の質改善プロジェクト」（GUATEMÁTICA CB） 

案件概要 

実施期間 2016 年 12月 20 日から 2019 年

8 月 30日（約 2年 8カ月間） 

協力金額 223百万円 

受託機関 株式会社コーエイリサーチ&コ

ンサルティング 

C/P 教育省（Mineduc）、国立サンカルロ

ス大学（USAC）中等教員養成課程

（Efpem） 

PDM  スーパーゴール 

1) 前期中等教育における生徒の数学の成績が向上する。 

2) 地域の算数・数学指導にかかる協力が促進される。 

 上位目標 

前期中等教育課程数学科において、改訂されたカリキュラムに則った教育活動

が実施される。 

 プロジェクト目標 

前期中等教育課程数学科において、改訂されたカリキュラムに則った教育活動

が導入される。 

 成果 

1) 前期中等教育課程全 3 学年の数学科教科書及び教師用指導書が作成される。 

2) 前期中等教育課程の数学科教員に対する導入研修システムが強化される。 

3) 前期中等教員養成課程の数学指導法講座で用いる教官用指導書が作成され

る。 

※PDMは一度改訂されたが、上記項目の内容は同じである。 

 

裨益者  国立基礎教育学校（INEB）776 校の生徒 174,327 名（1 年：73,181 名、2 年：

55,036 名、3 年：46,110名） 

 自学自習中心校、国立基礎教育介入校、基礎教育夜間校の生徒 40,200 名 

 INEB、自学自習中心校、国立基礎教育介入校、基礎教育夜間校、協同組合校の

数学担当教員 3,233 名 

 Efpem物理・数学科の学生 563名 

 Efpem物理・数学科の教官 12 名 

 USAC地方校学生 895名 

 USAC地方校教官 28名 

 Efpem中等教育現職教員対象プログラム（ガリレオプログラム）学生 290 名 

 Efpemガリレオプログラムの教官 6 名 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 コンピテンシー・フレームワーク 

教育の終了段階で、生徒があるべき姿、することを知っていることが期待され

る 15 のコンピテンシーが設定されている。そのうち第 3番目のコンピテンシー

として、「知識の構成と日常的な問題の解決において論理的・省察的・建設的に

批判的及び創造的思考を使う」とある。 

 

 前期中等数学分野で育成するコンピテンシー 



- 特徴や関係を応用し、算術、代数、幾何のパターンを考えることにより、数

学的問題のアプローチ、分析、創造的な解決を促進する。 

- 定量的な関係の表現や分析を導く数学的モデルを構築する。 

- 実数の集合において、それぞれの特徴を考慮し、また答えが正確になるかど

うかを確認しながら、様々な種類の算術を使用する。 

- 様々な情報源から得られた情報を表現し解釈する方法を探りながら、提議さ

れた問題に対応する。 

- 個人を取り巻く状況の解釈に数学的推論、言語、記号法を応用する。 

 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

 カリキュラム・教科書改訂サイクルは確立されていない。実績としては、1994

年、2009 年に改訂。2017年 4月、2019年 12 月に前期中等数学カリキュラムが

一部改正されたものの、2020年 1月、新政権により無効とされた。 

 現在有効なカリキュラムは、2009年改訂国家カリキュラム（CNB）である。 

 

案件による「学びの改善」の概要 

生徒の学

力向上 

 効果検証調査の結果 

 プロジェクトで作成した数学教科書（試行版）を使用した介入群と比較群の

差の介入前後での変化（介入効果）を確認したところ、3 学年全体、第 1 学年、

第 3学年の介入効果を表す差の差は 1.0～1.5点程度という小さな値ではあるが、

統計的に有意であり、作成した教材の有効性、すなわち教材が生徒の数学の成

績を向上させたことが確認された。 

 生徒の数学の勉強に対する意識・態度に関しては、介入群と比較群の間で、

数学授業の好意度や、数学への自信などの態度、及び家庭での学習習慣に差は

見られなかった。 

 授業観察の結果、介入群の学校で、教科書が授業中に十分効果的に使われて

いないことが確認された。教員に特に継続的に介入した INEB Justo Rufino 

Barrios の第 1 学年の成績が他の介入群の学校よりもわずかに高いことから、よ

り大きな介入効果を生むためには、教科書配布に加えて、教員が教科書を使い

こなせるように適切な指導・支援を行うことが必要と推察される。 

 

 調査の概要、テストの内容 

- 調査の概要 

 本プロジェクトでは、前期中等教育における生徒の数学の成績向上をスー

パーゴールとしているため、主要アウトカム指標を数学試験の得点とした。

加えて、生徒質問票で収集した生徒の数学への意識・態度項目を介入群と比

較群間で比較し、生徒の態度変容を検証した。また、上位目標の指標に相当

する介入群における教科書の授業での活用状況と、プロジェクト目標に相当

する教科書の導入状況を、授業観察を通じて観察した。 

- テスト内容 

 前期中等教育第 1・第 2 学年を対象に数学試験（全 30 問、50 分間）を実

施した。試験問題は、各学年カリキュラムと国際数学・理科教育調査（TIMSS）

を考慮して作成した。内容領域は数と計算、代数、関数、幾何、統計、論理

学、設問の種類は 60%が知識を問う問題、30%が応用問題、10%が推論問題



とした。ベースライン、エンドラインの両調査で共通の試験問題を使用した。 

 

 実施上の制約 

 同調査では、介入効果は確認されたものの、その変化は僅かであった。主な

要因としては、教科書の使用が 9 ヵ月間と短期間であったこと、試行版であっ

たこと（完成版ではないこと）、教員の教科書の使用法の理解が十分ではなかっ

たことなどが挙げられる。 

 

授業の変

化 

 教員の指導の変化 

 エンドライン調査において授業観察を実施した介入群 3 校の 3 授業では、約

80%の生徒がプロジェクトで配布した教科書のコピーを持ち、授業を受けてい

た。介入群の教員はいずれもプロジェクト作成の教科書を継続的に授業で使用

し、どのクラスでも生徒の自力解決の時間が 10～15分程度確保されていた。し

かし、全教員に共通して自力解決の時間の後にクラス全体で答えや解法を確認

するプロセスが十分に実施されず、多くの生徒が自分の答えが正しいかどうか

を確認できていなかった。プロジェクトの介入前後で成績が伸びていた INEB 

Adrian Zapata、INEB Jocoenango の 2 校では、教科書の練習問題や宿題を生徒に

与え、形式的ではあるものの、教員が生徒のノートにスタンプを押すなどして、

少なくとも生徒が授業内容をノートに書くよう指導し、日常的に確認を行って

いた。板書の内容は、導入問題（P）と解法（S）が書かれており、教科書導入

前と比較して改善されていた。しかし、教員の数学知識の不足に加え、教科書

の内容に忠実に板書をしていないために誤った内容を教えたり、結論がはっき

りしないまま授業を終えたりした場合もあった。 

 

 生徒の学習の変化 

 エンドライン調査における生徒質問票の結果からは、介入群と比較群の間で、

数学の授業の好意度や数学への自信などの態度や家庭での学習習慣に差はみら

れなかった。教科書の配布及び 9 ヵ月の短期間使用のみでは、生徒の学習習慣

や数学への意識・態度変容は困難と思われた。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 開発された教科書・指導書の特徴 

- 教科書 

 2017年に一部改正された数学科カリキュラムに則り学習内容が構成され、

学習内容が系統的に配列されている。すべての学習内容は「導入問題（P）」

「解法（S）」「まとめ（C）」「練習問題（E）」の 4つのステップで構成され、

1 時限 1ページを割り当てられている。教科書の内容のレベルは、生徒の基

本的な知識・技能の習得を優先事項とし、練習問題は基礎・基本を中心とす

るものの、章末問題には基本だけでなく、応用レベルの問題も掲載された。 

- 指導書 

 現場の教員のニーズや能力にあわせ、主な内容は「学習目標」「練習問題の

解法」「板書案」とされ、文字による説明は最小限である。 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 



教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

- 教科書編集方針 

➢ CNB に則った内容・構成とする（開発当時は 2017年一部改正カリキュラ

ムが「CNB」とされた。） 

➢ 生徒が数学を学ぶための基礎基本を優先する 

➢ 異なる難易度の練習問題を用意することで、個に応じた数字の力を養成

する 

➢ 学習内容の系統性を重視する 

➢ 初等から中等の学習の一貫性を確保する 

➢ 生徒による自力解決を促す内容と構成にする 

➢ 国際的な学力観を参考にする 

➢ 国の多文化性を考慮する 

- 指導書編集方針 

➢ 各授業の学習目的を明確にする 

➢ 35 分の授業時間内ですべての板書を生徒がノートに写すことが可能な

量、かつ生徒がノートを見れば教科書がなくても復習ができるよう十分

な内容を含む板書案を作成する 

➢ すべての練習問題の解法・解答を掲載する 

 

 教科書執筆体制 

- C/P 機関 

 教育省、Efpem/USAC 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定 プロセス 

 教育省からは執筆担当として、プロジェクト専任 C/P 1 名、非専任 C/P 5名

が配置された。Efpemからは非専任 C/P が 6名配置された。専任 C/P が 1名

であるうえ、教科知識に加えて教科書執筆能力を有する C/Pが限られていた

ことから、予算が措置され次第教育省所属とするよう合意の上、プロジェク

ト予算でコンサルタント 1名を雇用した。同人は、1年後、教育省所属プロ

ジェクト専任 C/Pとなった。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 

 日本人専門家チームには、数学教科書作成・編集／監修の経験者や数学教

員経験者を配置した。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 日本人専門家チームが中心となり、年間授業時間時数の配分や単元指導計

画の作成を実施し、執筆者の能力に応じて執筆担当個所を割り当てた。 

 試行開始段階は日本人専門家チームが中心となり教員に対する指導を行

ったが、徐々に C/P がイニシアチブを取り、教員に対して教科書の使い方を

指導した。 

 日本人専門家と執筆担当者間で議論と修正を繰り返した。最終化前の MS-

Word版原稿を教育省コンサルタントと日本人専門家（有識者）が校閲した。

編集では、プロジェクト雇用の現地スタッフ計 3 名が DTP ソフトウェア

（InDesign）を使って印刷用データを作成した。C/P と日本人専門家が編集

データを確認し、修正した。数学専門家チームコーディネーター（教育省専



任 C/P）が教育省代表として、教科書の内容を最終確認した。 

- 教科書承認プロセス 

 カリキュラム局が教科書の内容がカリキュラムに則っているかを確認し、

認定・認証局が言語校閲や体裁などを確認する。その後、次官による承認を

経て、教育大臣により最終承認される（教育省認定・認証局技官の説明）。 

 

 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

 1 学年 1 年程度の開発期間があれば、より多くの単元でバリデーションを実

施でき、生徒のレベルに合わせたより適当な教科書を作成することができた。

また、執筆段階の効率性を考慮すると、教科専門家で執筆経験がある専任 C/P

が複数名配置されることが望ましい。編集作業の効率化を図るためには、数学

や数学ソフトに知識がある DTP オペレーターが編集を担うことが望ましい。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 

 教科書は、担当者が初稿作成後、日本人専門家と議論し、修正稿を作成す

るプロセスを繰り返したうえで、バリデーションや言語・技術校閲を経て最

終化された。特に他の中米広域協力内の案件で開発された教科書に含まれて

いない内容は C/P による執筆が困難であり、「民族数学」については数学専

門家チームコーディネーター、それ以外は日本人専門家とプロジェクト現地

傭人が中心となり執筆された。 

- 教科書の妥当性の確認のための試行（バリデーション）の実施方法・頻度 

 バリデーション協力校は、教育省からのアクセスと校長・教員が協力的で

あることを選定基準として、教育省により 3校選定された。試行版教科書の

本格的な使用開始にあたり、バリデーション協力校 3校の数学教員に対して

教科書導入研修が実施され、教科書の使い方が説明された。4 カ月間にわた

り、第 1～3 学年までの 13授業（数と計算、代数）で教科書原稿が試行され

た。試行活動では、最初に実際の授業で C/Pが教科書を使ったモデル授業を

見せ、教員に教科書の使い方を示した。その後、教員により幾つかの単元が

試行された。収集した試行結果に基づき、教科書が修正された。並行して、

教員への技術支援が行われた。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題） 

 教育省により全国 INEB へ教科書が印刷・配布された。 

- 教科書配布のロジスティックス 

 教育省が教材配布会社に対し具体的な各県（学校）への輸送日程、方法を

示し、教材配布会社が作成し、教育省と合意した計画に基づき配布された。

配布した生徒用教科書は多くの学校で生徒に 1年間無償で貸与されている。

耐用年数は 3年の予定であり、更新と紛失・破損に対応するための補給が毎

年必要である。補給は初等教育教科書同様、毎年の教育省予算に応じて部分

的に実施することが想定されているが、2019 年 6 月時点で文書化はされて

いない。 



 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 全国導入研修プログラム案の改善と全国導入研修講師に対する研修（TOT）

を目的として、バリデーション協力校・効果検証調査介入校の計 6 校の数学教

員 11 名と、全国導入研修講師である教育省技官 4 名を対象とした導入研修の試

行（半日×2日間）が実施された。研修プログラム、プレゼンテーション、視聴

覚教材ビデオ 2 本、全国導入研修講師用詳細版研修プログラムはプロジェクト

により作成され、C/P 2名が講師を務めた。TOT の結果を受け、全国導入研修プ

ログラム、プレゼンテーション、全国導入研修講師用詳細版研修プログラムが

修正された。これら修正版プログラム・プレゼンテーションや視聴覚教材を活

用して、教育省により全国 INEB 数学現職教員約 1,400 名に対して県教育事務所

にて導入研修が実施された（各県 1 回半日（8：00～12：30）研修）。C/P 局であ

る教育の質局から、C/P 以外の技官も含む 9名が講師を務めた。 

 プロジェクト終了後も、教育省は、教科書を追加的に配布した自学自習中心

学校、国立基礎教育実験校、基礎教育夜間校、協同組合立校の教員に導入研修

を行ったほか、全国 INEB 教員を対象として「関数」の研修が実施された。 

 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の 確保、教員

養成機関での活用） 

 全国に配布された教科書は貸与制であり、耐用年数は 3 年の予定であること

から、継続した活用を促すために教育省が定期的に追加印刷・配布を行う必要

がある。教員が教科書を活用できるよう、現職教員研修を継続して能力向上を

図るとともに、学校現場における研修内容の実践状況や教材の使用状況、教科

書内容の消化率をモニタリングする必要がある。プロジェクト終了後のフォロ

ーアップ活動の一環として、2019年 7月以降、教育省が教科書・指導書の使用

状況をモニタリングした。 

 

 対外発信・広報への活用 

 2019年 7月 4 日、グアテマラ首都の国家文化宮殿にて教科書の引渡式典が執

り行われ、プロジェクト関係者約 180 名が出席した。同式典では、外遊中の大

統領に代わりグアテマラ国副大統領から、同国の中学生代表に教科書が手渡さ

れた。式典にはテレビ局をはじめとした多数の現地メディアが来場し、グアテ

マラ初の国定数学教科書の披露の様子がテレビや新聞、Facebook、教育省ホー

ムページ、同広報誌「Mineduc Informativo」に取り上げられた。 
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【案件名】ニカラグア「みんなにわかりやすい中等数学プロジェクト」（NICAMATE） 

案件概要 

実施期間 2017年 1 月～2019 年 10月 

（約 2年 10 カ月間） 

協力金額 247百万円 

受託機関 株式会社コーエイリサーチ＆

コンサルティング 

C/P 教育省（MINED）、ニカラグア国立自

治大学（UNAN）マナグア校、UNAN

レオン校 

PDM  スーパーゴール 

1) 中等教育において生徒の数学の成績が向上する。 

2) 算数・数学指導に係る地域の協力が促進される。 

 上位目標 

 中等教育課程数学科（7～11 年）において、改訂されたカリキュラムに則った

教育活動が実施される。 

 プロジェクト目標 

 中等教育課程数学科において、改訂されたカリキュラムに則った教育活動が

導入される。 

 成果 

1) 中等教育課程全 5学年の数学科の教科書、教師用指導書、生徒用学習帳が作

成される。 

2) 公立中等教育学校普通科数学科教員に対する導入研修システムが強化され

る。 

3) UNAN マナグア校と UNAN レオン校の数学科中等教員養成のための数学指

導法講座プログラムが改訂される。 

 

裨益者  公立中等学校普通科生徒（約 27 万人）、同校数学科教員（約 2千人）、私立中等

学校生徒（約 8.7万人）、同校数学教員（約 700 人）、UNAN マナグア校教員（約

40 人）、同校学生(1200人）、UNAN レオン校教員（約 14 人）、同校学生（約 330

人）、他教育省関係者（約 50 名） 

 

協力対象国の教育政策 

目指す人

材像、学

力観 

 教育基本法には、全人教育が謳われている。国家基本カリキュラムに、数学的

コンピテンシーは数学的な概念や方法を理解、使用、応用、伝達することであ

り、数学的な知識や批判的思考、演繹・帰納的な思考、推論能力を用いて現実

の様々な問題を解決することを可能にするものと記されている。 

カリキュ

ラム・教

科書改訂

制度 

 改訂に決まったサイクルはない。初等算数教科書は NICAMATE の教科書構成

にあわせて現在大きな改訂中（5 年生は改訂終了）。中等数学教科書は、発行か

ら 4年後に本プロジェクトにより大改訂された。 

案件による「学びの改善」の概要 

生徒の学

力向上 

 効果検証調査の結果 

 2017年 11月のベースライン調査（BLS）と 2017年 11月のエンドライン調査

（ELS）の結果比較。プロジェクトの中等数学教科書を使用した介入群の学校で

は、ほぼすべての学校で成績の改善傾向が確認された。また、介入群の学校で



は、正答には至らなかったものの解答に至るまでの途中式が残された生徒の答

案用紙が多くなったほか、試験時間が終わるまで粘り強く問題を解こうとする

生徒の数が大きく増えたなど、意欲の向上が見られた。 

 

 調査の概要、テストの内容 

 2018年度にバリデーション対象校に配布したMS-Word版の NICAMATE教科

書の効果を測定するため、7～11年生の学力テスト、授業観察、インタビューを

実施した。テストは記述式と選択式の組合せで、サンプルサイズはそれぞれ

1,137 名と 1,219 名であった。 

 

授業の変

化 

 教員の指導の変化 

 プロジェクト開始時には教師が複雑な問題を生徒に与えた後、生徒に考える

時間を与えずに一方的に説明することが多かったが、エンドライン調査では、

教師が教科書に掲載された質の高い問題を出題した後、自力解決の時間を確保

していることが確認された。 

 生徒の学習の変化 

 プロジェクト開始時の授業では、生徒は黒板に書かれた内容をノートに写す

作業が中心であったが、プロジェクトの教科書導入後は、生徒が自分で問題を

ノートに解く様子や生徒間の協働学習の様子が確認されるようになった。教科

書を読めば練習問題が解けることを知った生徒は、自ら意欲的に問題を解いて

いた。 

 

プロジェ

クトの貢

献 

 バリデーションを実施した学校では、プロジェクトの介入が、①良質な教材の

提供による学習内容の質向上、②授業中の生徒の能動的な学習時間の増加、③

板書内容の整理に伴う生徒のノート活用の改善、④生徒の学習意欲の向上など

に貢献した。 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教科書執

筆開始段

階 

 教科書執筆方針 

 プロジェクト開始時に実施した診断調査（学力試験、授業観察等）の結果を

もとに教科書執筆方針を作成した。生徒や教師にとってわかりやすい教科書と

することを旨とし、基礎的な知識・技能の重視、複雑な数字の排除、自力解決

の時間の確保、既習事項の復習、十分な量の練習問題等を執筆方針として定め

た。 

 

 開発された教科書・指導書の特徴 

 教科書は原則として 1 時限 1 ページで、各ページが授業展開に合わせて「問

題、解答・解法、結論・まとめ、練習問題」の 4 つの基本ステップで構成され

ている。既習事項の習得が不十分な生徒が多いことから、関連する既習事項が

吹き出しなどを用いて適宜簡潔に説明されている。また、生徒が自分で答え合

わせできるよう巻末に練習問題の解答が掲載されているほか、単元テストの実

施率向上を狙いとして同テストが挿入されている。 

 指導書は、教科書の縮小コピーの周囲に「本時の目標、前後の学習との繋が



り、指導上の留意点及び板書案」が配置されている。巻末には、練習問題や単

元テストの解答が途中式も含めて掲載されている。 

 

 教科書執筆体制 

- C/P 機関 

 教育省、UNAN マナグア校、UNAN レオン校 

- 先方の能力レベル・C/Pの選定 プロセス 

 プロジェクト開始時に教育省から 5名、UNAN から 6 名の C/P が選出され

ていたが、11 名のうち 7 名は中等レベルの教科内容を十分に理解していな

かった。執筆体制を強化するため、プロジェクトが筆記試験・面接を 7 名の

候補者（UNAN や全国大学協議会の推薦者）に対して実施し、一定の基準に

達した 4 名の UNAN 教官（マナグア校 2 名、レオン校 2 名）を日本側予算

で雇用して追加的に配置した。15 名のうち特に優れた能力を持った執筆者

が 3名いた（いずれも UNAN マナグア校の教官）。 

- 日本人／外国人専門家の資質・能力 

 日本で教員経験のある、現場感覚に優れた専門家を多く配置した。教材開

発の中心となった専門家は、カリキュラムや指導法などについて、日本及び

途上国の数学教育の経験を踏まえて指導し、C/Pからの信頼が厚かった。 

- 日本人専門家／外国人専門家と C/P との役割分担 

 教材の執筆は、能力の高低にかかわらず基本的にニカラグア人が行った。

日本人は、コメントを付すなどして、その改善を手伝った。 

- 教科書編集・校正プロセス（日本人専門家の関与） 

 教科書の編集（InDesign 化）は、教育省の DTP オペレーター及びプロジェ

クト秘書が行った。InDesign化した原稿の確認は、執筆者及び日本人専門家

が何度も行った。校正は教育省の指定したニカラグア数学協会の有識者及び

大学教官（博士）に依頼し、コメントを受けて修正したものを教育省計画局

が確認した。計画局のコメントを受けて一部修正したものを最終版として印

刷した。 

- 教科書承認プロセス 

 承認プロセスに明確な規定はない。上記の有識者の確認を受けて修正した

あと、教育省計画局（カリキュラム担当局）の最終確認を受けた。実際には

教育分野の大統領顧問に最終的な判断がゆだねられている模様であった。 

- 教科書開発における業務量と効率的な業務の在り方 

 教科書の改善や確認には際限がなく開発期間中は常に作業が発生するた

め、日本人専門家が 1名以上、常に現地にいることが望ましい。効率的な業

務のためには、系統的に整理されたカリキュラムがあること、数学的素養と

意欲のある人材がプロジェクト業務に従事できること、教育省の近くに試行

に協力的な学校があること、C/P と日本人専門家が協働できる執務スペース

があること、開発全体の流れを妨げない十分な数の DTP オペレーターがい

ることなどが重要である。 

 

教科書執

筆段階 

 教科書開発プロセス 

- 教科書執筆の具体的方法 



 改訂カリキュラムをもとに、全学年の年間指導計画・単元指導計画・各時

間の授業目的を作成してから執筆を割り当てた。教科知識の十分でない C/P

は、日本人専門家が作成した教科書の骨格（授業目標、中心問題、評価問題）

への肉付けや、図の作成など別の業務を担当した。 

- 教科書の妥当性の確認のための試行の実施方法・頻度 

 第 1次試行（トライアウト）は、幾つかの学年・単元を選び、教育省の近

隣 2 校で教材コピーを配布して実施した。週に 2～3 回程度学校を訪問し、

C/P 及び教員による授業を行った。授業の後、教材の改善について協議し、

難易度の調整、分かりやすさの向上に努めた。 

 第 2次試行（バリデーション）は主として教材の効果確認のため、4 県 10

校を対象に 5学年分の Ms-Word版教科書を配布して年間を通じて実施した。

年度初めに各校の訪問指導を 2度実施した後は、国内情勢悪化のためほとん

どモニタリングできなかった。 

 

 教科書印刷・配布 

- 教科書印刷・配布経費（負担主体と課題） 

 教科書の印刷・配布は教育省の責任で行った。EU 基金を使用する予定で

あったが、国内情勢の悪化により難しくなったため、台湾等の資金を教育庁

が調達して印刷・配布を実施した。教科書を毎年印刷する予算がないのが課

題である。 

- 教科書配布のロジスティックス 

 教育省の倉庫に納品された後、年度開始時に各地に配送された。雨で破損

しないよう、ビニール袋で梱包して納品するよう印刷業者に指示した。 

- ドナー連携 

 台湾が中等数学教科書の印刷経費（7から 9年）、配布経費（全学年）を負

担した。同資金は、ニカラグア側の努力で獲得したものである。 

 

教科書普

及段階 

 教科書を教員が活用できるようにするための研修（規模、頻度、持続性） 

 2019 年 1 月に 2 段階のカスケード方式（例年は 3 段階）で 2～3 日間の教材

導入研修を実施した。 

 C/P→EPI（教員経験共有会）コーディネーター 188 人→全国一般数学教員 

1,700 人 

この他、年に 2 回程度行われている現職教員研修の機会などを利用して、フォ

ローアップ研修が行われている。また、毎月、最終金曜日にクラスター単位で

実施されている教員経験共有会（EPI）を活用して経験共有を行うフォローアッ

プ計画がプロジェクト終了時に作成された。 

 

 教科書が活用されるための環境整備（給与・貸与方式、授業日数の確保、教員

養成機関での活用） 

 2020年 1月に全国の生徒へ教材が配布された。貸与方式であるが、紛失を恐

れ都度貸出とする学校もあると思われる。学校運営・学級経営の改善とともに

授業日数の確保が課題である。また、グループで１枚のテスト用紙に記入する

グループ単位の評価の慣習を廃止し、学習の成果を個別に評価する必要がある。



教科書及びプロジェクトの推奨する指導法の教員養成機関における活用は、

2018年度より既に行われている。 

 

 成果の検証方法（ベースライン調査、エンドライン調査） 

- 実施方法 

 2018 年度にバリデーション対象校に配布した NICAMATE 教科書（MS-

Word 版）の効果測定を目的として、2017 年 11 月に BLS、2018 年 10 月に

ELS を実施した。BLS は介入群 3校と比較群 3校を対象として、ELS は新教

科書を導入した 1校を新たに分析対象に加えて実施した。調査対象校は教育

省の希望により都市部、都市近郊、地方部の各地域から介入群と比較群の学

校を 1校ずつ選定した。なお、BLS の比較群であった 1 校では、近隣地域の

治安悪化のために ELS を実施できなかった。BLS と ELS のサンプルサイズ

は、それぞれ 1,137 名と 1,219 名である 

- 実施上の制約 

 時間や予算上の制約から小規模で実施した。治安悪化のために ELS を実

施できない比較群の学校が 1 校あった。BLS と ELS ではテストを用いて数

学の学習到達度を測定したが、新教科書は新カリキュラムに合わせて作成さ

れているため、BLS と ELS のすべての問題を共通問題とすることができな

い。そこで、ELS の介入群で使用するテストを新教科書に合わせて作成し、

ELS の介入群に使用したテスト問題の 60～80%程度には、比較群に使用した

テストと共通する問題（共通問題）を含ませ、テスト間に関連性を持たせた。 

- 対外発信・広報への活用 

 成果品である教科書など教材の完成、研修については「わかりやすい数学」

をキーワードとして、TVや SNS などで積極的に発信した。学力向上の傾向

は確認されたものの、誰にでも分かるような客観的な効果が出ていないの

で、結果の共有はプロジェクトの関係者内にとどめている。 
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【案件名】セネガル「初等教育算数能力向上プロジェクト」（PAAME） 

案件概要 

実施期間 2015年 9 月～2019 年 8月 

（約 4年間） 

協力金額 約 620百万円（事前評価時点） 

受託機関 直営長期専門家 C/P セネガル国民教育省初等教育局（DEE）

カオラック州・カフラン州視学官事務

所及び県視学官事務所 

 

PDM （PDM ver. 2（2017年 7月 10 日付）） 

 上位目標 

セネガル全土に初等教育算数における児童の学びを向上させる取り組みが普

及される。 

 プロジェクト目標 

パイロット州における優良事例のモデル化及びナショナルレベルでの共有を

通じ、児童の初等算数の学びが向上する。 

 成果 

1） パイロット校において、授業における初等算数の児童の学びが改善され

る。 

2） パイロット校において、正規授業時間外の特に課外授業及び家庭学習の活

動を通じ、初等算数の児童の学びが向上する。 

3） 算数学習改善モデルの策定を通じ、パイロット州において、授業内及び正

規授業時間外で、初等算数の児童の学びの改善に向けた取組みが実施され

る。 

4） 授業内外における算数学習改善モデルが承認・周知される。 

 

裨益者 【直接裨益者（ナショナル講師）】 

教育省職員 2名（延べ 3名）、州教育人材養成研修センター（CRFPE）教官 2名、

州視学官事務所（IA）2 名（延べ 3 名）、県視学官事務所（IEF）2名 

【間接裨益者（パイロット州（カオラック州、カフリン州）】 

州視学官事務所、県視学官事務所視学官 85名、学校長 1,214名、教員 5,500 名、

児童 200,000 名 

 

協力対象国の教育政策 

目 指 す人

材像、学力

観 

 生徒が獲得した知識と技術を融合し、必要に応じて同知識・技術を用いて、直

面する問題を解決する。 

 初等教育修了時、生徒は数学的道具（10進数、小数・分数、算術的計算、図形

の基礎、量の測定、推論）を問題解決の場面で統合できる。 

 

カ リ キュ

ラム・教科

書 改 訂制

度 

 現行カリキュラムは、国家カリキュラム運営委員会により開発された。同委

員会は、カナダの協力を得て、教育省教育企画・改革局（DPRE）内にカリキ

ュラム常設事務局（SPC）を設置し、SPC を調整役、教育省の関連部局をメン

バーとして設立された。現在は、DPRE が全体調整を行い、国立教育開発研究

所（INEADE）がカリキュラム実施の責任機関である。 



 現行カリキュラムは 2005 年に導入され、同カリキュラムに則した教科書が

2014年から 2学年ずつ配布された。 

 カリキュラムの一部改正は適宜実施されている。 

 

案件による「学びの改善」の概要 

生 徒 の学

力向上 

 効果検証調査の概要・結果要約 

 パイロット州と非パイロット州におけるポストテスト結果（問題別正答率）

の比較を、2018/2019 学校年度の学習成果の測定に用いた。計算問題で構成さ

れる学習教材である算数ドリル（以下、「算数ドリル」）を配布した第 1～4 学

年のすべてにおいて、ポストテストの結果がパイロット州において 10 ポイン

ト以上高かった。結果概要は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：松谷曜子、木田光二、金津信一（2019） 

 

授 業 の変

化 

 本調査で実施された現地調査において、パイロット州のパイロット校（6 校）

と拡大普及対象校（2校）の授業を観察した（各校 2授業で計 16 授業）。両者

への介入の違いは、研修後のモニタリング（学校訪問指導）と生徒用算数ドリ

ルの配布の有無であった。（但し、1県を除き、現在、算数ドリルは配布されて

おらず、算数ドリルを使った授業は観察できなかった。） 

 パイロット校では学校運営委員会（CGE）との協働にも積極的に取り組んでい

た。特に農村部においては、学校が地域に対して開かれ、保護者が活動に参加

することで、学校教育に対するプラスの効果は確かにあると感じられた。但し、

計算問題が解ける生徒の数は教員の指導力により差があるように見受けられ

た。 

 拡大普及対象校でも Abaque（そろばんのような教具）の活用などが見られ、

パイロット校と同様、導入・展開・まとめの授業展開が明確な授業が実施され

ていたが、同校ではほぼすべての生徒が計算問題を解けていなかった。パイロ

ット校で使用された算数ドリルは一定の効果があると思われた。 



プ ロ ジェ

ク ト の貢

献 

 プロジェクトが想定した介入から生徒の学びの改善へのプロセスは、以下のと

おりであった。第 1 に生徒の学力を把握し（戦略 1）、同結果と指導と学習の

質の改善のための計画をコミュニティと共有した（戦略 2）。数と計算の成績

向上のため、プロジェクトが開発した「算数ドリル」を活用して授業で計算技

能の基礎を固めるとともに（戦略 3）、家庭学習や補習などで問題演習量を増

加させる（戦略 4）という戦略であった（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：松谷曜子、木田光二、金津信一（2019） 

 

 生徒の算数の学びの改善に資するよう、「算数キット」と「算数の指導・学習

運営ガイド」を作成し、パイロット校へは 2017/2018 学校年度に導入され、拡

大普及対象校へは 2018 年 11 月に開催されたパイロット州での会合において

共有された。 

 「算数キット」は、①指導実践手引書、②指導解説書、③算数授業改善ビデオ、

④算数ドリルで構成され、1）教員の「数と計算」の教科・教授知識の強化、

2）教員の「数と計算」の指導実践能力の強化、3）練習量確保を通した生徒の

学習向上を目的とした。 

 「算数の指導・学習運営ガイド」は、1）PDCA を活用した校内研修の実施、

2）学習評価サイクルを通した生徒の学習成果の把握と改善、3）コミュニティ・

保護者との協働による学習改善を目的として作成された。 

 

教科書開発の各段階における教訓・留意事項 

教 科 書執

筆 開 始段

階 

（以下、参考として「算数ドリル」開発について記す。） 

 2016/2017 学校年度にプロジェクトが実施した調査によると、セネガルでは、

小学 1～4年生が足し算、引き算、掛け算、割り算の習熟が不十分であった。

この状況を受け、パイロット校で算数能力の向上に資する戦略を探し、効果

があった方策の 1つとして「算数ドリル」が開発されることになった。 



教 科 書執

筆段階 

 2017 年 7 月の PDM 改訂により、ニジェールで作成した習熟度別ドリルを、

授業中の介入策として使用することになり、セネガルのカリキュラムに従い、

学年別に再構成した。 

 開発プロセスは、1) 日本人専門家がドラフトを MS-PPT で作成→2) ワーク

ショップで C/P の意見を聴取・反映→3) 最終化（承認）という流れであった。 

 セネガル教育省は、同省 C/P の意見が反映されていることで、セネガル教育

省の「算数ドリル」と認識していた。但し、「算数ドリル」は、数と計算領域

以外を扱っていないため、「教科書」として取り扱われる予定はない。 

 フェーズ 2の実施が検討されているが、両国関係者に、「算数ドリル」の印刷・

配布予算確保が持続性を担保する鍵と認識されている。 

 

教 科 書普

及段階 

 学校関係者への研修は 3 日間で、ビデオ教材を活用して実施された。算数に

ついての指導は実質的に 0.5 日程度であった。 

 研修後は、SNS を通した動画の配信や遠隔のモニタリング、活動写真や動画

の募集などが行われ、1年間を通して、研修のフォローアップが行われた。 
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