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鳴門教育大学が受託 した JICA理数科教授法研修の 現状 と課題
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1　 研修の 背景

　 ア フ リカ にお け る産業発 展 の た め に は科学

的知 識 ・技術を備 えた 人材養成 が急務 で ある

が ， そ の 基礎 となる理 数科学力に課題 が ある 。

そ の 原 因の
一

つ で あ る教 師 の 指導 力向上 の た

め ， 日本 は 技術 協 カプ ロ ジ ェ ク トの 実施や

SMASE −WECSA ネ ッ トワー
クを通 じた支援を

行 っ て い る。

　 そ の 拠点で あるケ ニ ア では ， 「中等理数科教

育強化プ ロ ジ ェ ク ト （SMASSE ）」 の 成果 を受

けケ ニ ア の 初等教 育の 理 数科教育の 向 上 を 目

指す 「理数科教育強化プ ロ ジ ェ ク ト（SMASE ）」

が 開始 され ， 仏語圏ア フ リカ の セ ネ ガル にお い

て も小学校教員 を対 象 と した 「理数科教育改善

プ ロ ジ ェ ク ト （PREMST ）」 が 実施 され て い る。

　 こ れ らの 技術教育プ ロ ジ ェ ク トで は，カ ス ケ
ー

ド方式 で 国 レ ベ ル か らクラ ス タ
ー

レ ベ ル ま

で 段 階的に研修 を実施 し，地方教育行政官など

の 教員指導者が研修 の 運営 ・実施や モ ニ タ リ ン

グに 大 きな役割 を果 た す。教員指導者 に は 学校

現場 にお い て理 数科授業を観察 し，教授法 の 指

導助言を行 うこ とが期待 されて い る が，良い 授

業を見た経験に乏 し く，また授業内容 を詳細 に

観察記録す る こ とが で きず，表層的 ・理論的な

助言 をす る こ とが 多い の が課題で あ る。

2　 研修の 現状

　鳴 門教育大学 で は ケ ニ ア の 教 員指導者 を対

象 に し た 「初等理 数科 指導法改善 」 ，フ ラ ン ス

語 圏ア フ リカ諸 国 の 教員指 導者 を対 象 に し た

「仏語圏ア フ リカ理 数科分野 に お ける 教授法ノ

教科指導法改善研修」を実施 し て い る。両研 修

とも  理 数科授 業の 観 察分析 に基づ く指導助

言能力 の 向上   校 内ある い は クラ ス タ ー レ ベ

ル の 教員研 修運 営能 力の 向上 が主た る 目的で

あ り， 期間は 4 週間で ある。特徴的なプ ロ グ ラ

ム と して は，  理数科授業の 観察分析   模擬 授

業 の 計画 ・実施 と授業検討会  公 立小 学校 にお

ける校内研修 の 観察が あ る 。

　理 数科授 業の 観察分析 に関 して は，  現地に

お い て あ らか じ め 収録 し た 理科 ・数学授業 ビデ

オ の 観察分析  鳴門教育大学 の 附属小 学校 ・公

立小学校 を訪問 し理科 ・算数授業 を観察，そ の

後大学 に戻 っ て収録 した ビデオ を用 い た観察

分析 とい う2 っ の 方法 を用い ，現地の 理 科 ・数

学授業 と日本の 理科 ・数学授 業の 違 い を研修員

自ら理解す る手法で 実施 し た。日本 の授業研究

会で 用 い られ て い る の と同様 の 授業観察 シ
ー

トを活用 し，研修員に詳細な授業記録 を取 らせ

る こ とに腐心 し た
。 模擬授業 の 計画 ・実施 と授

業検討会に つ い て は ， 現 地で 用 い られ て い る教

科書 を準備 し，研修員 をい くつ か の グル
ープに

分 け ， 模擬授業を計画 ・実施 させ る とともに授

業検討会を実施 し，授業指導 を受け る教員 の 立

場 を経験 させ た。公 立小学校に お け る校内研修

の観察 に つ い て は ，理 科あ るい は算数の 研究授

業に 引き続 き授業検討会を観察す る こ とで ，日

本 の 小学校 教員 が授業研究 をす る際の 観点 や

校内研修の 運営方法 を学ん だ。

3 　研修の 課題

　両研修 とも研修 員は授 業観察の 方法 を学び ，

詳細な授業記 録が で きる よ うに な っ た 。事前 ・

事後に お い て 同
一

の 授業 ビデオ を観察後，そ の

授 業に対 す る指導助言 を行 う課題 を研修の 効

果を測定す るた め実施 した。研修員た ちは 日本

で の 研修 を踏ま え 日本 の 授 業に取 り入れ られ

て い る生徒の 思考 を促進す る授業要素 を助 言

に加え る よ うに な っ た。ただ し授 業 の 中で の 具

体的な 発問内 容を助言す る な ど明確 な も の は

見 られ なか っ た 。

4　今後の展望

　大学の 予 算を活用 し ， ケ ニ ア ・セ ネガ ル へ の

フ ォ ロ
ー

ア ッ プ訪 問を実施 した 。 ケ ニ ア にお い

て は 日本 で 学んだ授業研 究手法を 自らが担 当

す る学 区 で普及 しよ うとする姿が 見 られ た。ま

た現 地 の 理数科授業の 観察や初等学校終了試

験 問題 の 収集 を実施 し た、今後は 現地 の 授業実

践 の課題 ・背景 を踏ま えた漸進 的 な授 業改善に

資す る研修内容を考え て い きた い 。
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