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途上国とe-ラーニング途上国とe-ラーニング

鈴木　克明さん （熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻長・教授）

学習を支えるテクノロジー
国際協力にもICTの恩恵を広めるためには、e-ラーニングが不可欠です。

教育は人対人が基本。でも、ICTをうまく組み合わせると学習の幅が広がります。
国際協力の分野でもe-ラーニングの専門家を目指す人が増えることを期待しています。

現
代
社
会
の
日
常
に
欠
か
せ
な
い
I
C
T

情
報
通
信
技
術（
I
C
T
）の
発
達
に

よ
っ
て
、
遠
隔
地
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
情
報
を
得
る
機
会
は
格
段
に

進
歩
し
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
情
報
格

差（
デ
ジ
タ
ル
・
デ
バ
イ
ド
）の
問
題
が

検
討
課
題
と
し
て
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

I
C
T
を
活
用
し
て
学
習
の
機
会
を
提

供
す
る
仕
組
み
を
一
般
に
e
I

ラ
ー
ニ

ン
グ
と
呼
び
、
先
進
国
の
企
業
・
組
織

で
は
使
う
の
が
当
た
り
前
の
標
準
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、国
際
協
力

の
場
面
、
あ
る
い
は
開
発
途
上
国
に
お

け
る
e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
は
時
期
尚
早
と

の
印
象
が
払
拭
で
き
な
い
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。〝
I
C
T

時
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ

て
も
、
人
と
人
と
が
対
面
し
て
直
接
対

話
す
る
の
が
重
要
で
あ
る
〞〝「
教
育
」は

人
が
人
に
伝
え
る
の
が
基
本
で
あ
り
、

デ
ジ
タ
ル
時
代
だ
か
ら
こ
そ「
人
対
人
」

の
ア
ナ
ロ
グ
部
分
が
重
要
〞I
。
そ

ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

一
方
で
、
国
際
協
力
の
日
常
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
I
C
T
の
恩
恵
が
も

た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
や
距
離
を
超

え
た
教
育
機
会
・
情
報
の
享
受
な
ど
、

も
は
や
国
際
協
力
に
は
電
子
メ
ー
ル
や

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
利
用
は
不
可
欠
で
あ

り
、
I
C
T
を
使
わ
な
い
と
仕
事
に
な

ら
な
い
、
と
い
う
実
感
を
お
持
ち
の
方

も
多
い
で
し
ょ
う
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
出
来
事
の

大
き
さ
を
知
る
尺
度
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
と
し
て

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
す
る

か
ど
う
か
、
検
索
し
た
と
き
に
出
て
く

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
面
も
、
世
の
中

へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
考
え
た
と
き
に
看
過

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

I
C
T
の
活
用
が

開
発
途
上
国
に
も
た
ら
す
も
の

筆
者
は
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
沖
縄
国
際
セ
ン

タ
ー（
Ｏ
Ｉ
Ｃ
）で
外
部
講
師
を
平
成
7

年
か
ら
務
め
て
い
ま
す
。
マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
教
育
技
術
研
修
関
連
の
理
論
的
背

景
や
趨
勢
を
2
日
間
で
講
義
す
る
と
い

う
役
割
で
す
。Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
専
門
家
と
し

て
ト
ル
コ
に
初
め
て
派
遣
さ
れ
た
の
が

平
成
12
年
で
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
母

子
保
健
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ

ト
を
用
い
た
情
報
伝
達
・
広
報
活
動
の

設
計
と
第
三
国
研
修
の
立
案
が
任
務
で

し
た
。
今
思
え
ば
、
I
C
T
を
国
際
協

力
で
ど
う
使
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
先

駆
け
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
も
、Ｏ
Ｉ
Ｃ
の
帰
国
研
修

員
か
ら
の
招
き
に
よ
り
、
フ
ィ
ジ
ー
の

南
太
平
洋
大
学
や
中
国
の
水
利
省
に
お

け
る
I
C
T
を
活
用
し
た
遠
隔
教
育
に

つ
い
て
関
わ
る
チ
ャ
ン
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
昨
年
は
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行

研
究
所
の
招
き
で
ネ
パ
ー
ル
を
訪
問

し
、
遠
隔
教
育
セ
ミ
ナ
ー
用
の

講
義
を
収
録
し
、
配
信
が
始
ま
る

と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
感
じ
る

こ
と
は
、
I
C
T
を
活
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
の
機
会

が
よ
り
多
く
、
広
範
に
提
供
で

き
る
、
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事

実
で
す
。
人
対
人
で
し
か
伝
わ

ら
な
い
熱
い
思
い
と
か
、
真
摯

な
態
度
、
思
い
や
り
と
気
遣
い

な
ど
、
二
人
称
的
関
係
を
築
く

こ
と
は
、
国
際
協
力
の
場
面
の

み
な
ら
ず
、
教
育
一
般
に
大
切

な
条
件
で
す
。
一
方
で
、
た
と

え
遠
隔
に
い
て
録
画
さ
れ
た
ビ

デ
オ
を
見
る
だ
け
で
も
、
あ
る

い
は
肉
声
を
介
さ
な
い
文
字
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン（
電

子
メ
ー
ル
）だ
け
で
も
、
伝
わ
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
。
直
接
会
っ

て
対
話
し
て
、
二
人
称
的
関
係

を
構
築
し
た
あ
と
で
I
C
T
を

使
っ
た
交
流
を
継
続
す
る
と
、「
私
と

あ
な
た
」の
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
に

も
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、直
接
会
っ
た
こ

と
が
な
い
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

も
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
は
で
き
ま
す
。
我
々
が
、
先
祖
代
々

書
籍
か
ら
多
く
の
先
人
た
ち
の
知
恵
を

学
ん
で
き
た
よ
う
に
、
三
人
称
的
関
係

の
人
が
準
備
し
た
情
報
か
ら
も
、
多
く

の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

情
報
格
差
是
正
の
た
め
の
課
題
と
は

I
C
T
は
ど
ん
ど
ん
発
展
す
る
で
し

ょ
う
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
開
発

途
上
国
に
お
け
る
情
報
格
差
や
持
続
的

成
長
へ
の
課
題
も
山
積
す
る
で
し
ょ

う
。
I
C
T
を
使
う
者
は
ど
ん
ど
ん
便

利
に
な
る
道
具
を
積
極
的
に
使
う
こ
と

で
ま
す
ま
す
便
利
に
な
り
、
使
わ
な
い

者
は
そ
の
恩
恵
に
預
か
れ
ず
に
放
置
さ

れ
る
と
す
れ
ば
格
差
は
広
ま
る
一
方
で

し
ょ
う
。
放
置
す
れ
ば
恩
恵
に
預
か
れ

そ
う
も
な
い
人
た
ち
に
こ
そ
、
積
極
的

に
I
C
T
利
用
を
促
進
し
、
彼
ら
の
発

展
に
寄
与
す
る
よ
う
な
工
夫
を
教
え
、

利
用
を
持
続
さ
せ
る
た
め
の
支
援
を
続

け
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
思
い
ま
す
。
国

際
協
力
の
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

お
い
て
、
I
C
T
を
い
か
に
組
み
入

れ
、
活
用
し
て
い
く
の
か
を
ま
ず
は
考

え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
中
核
に
は
、

I
C
T
を
利
用
し
て
新
し
い
こ
と
を
知

り
、
学
び
、
情
報
を
交
換
し
あ
い
、
ま

た
自
分
か
ら
発
信
す
る
、
と
い
う
e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
発
想
を
据
え
る
べ
き
で

す
。
国
内
外
に
お
け
る
人
対
人
の
生
身

の
交
流
と
I
C
T
利
用
に
よ
る
学
習
の

継
続
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
の

が
最
も
効
果
的
か
に
つ
い
て
、
そ
の
中

で
考
え
、
試
行
錯
誤
し
、
良
い
知
恵
を

共
有
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。「

e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
可
能
性
を
実

現
す
る
の
は
、
教
育
設
計
・
I
C
T
技

術
・
知
的
財
産
権
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
4
領
域
の
専
門
性
を
兼
ね
備
え

た
e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
専
門
家
で
あ
る
」。

そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
平
成
18
年
4
月

に
、e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
e
I

ラ

ー
ニ
ン
グ
専
門
家
養
成
の
大
学
院「
教

授
シ
ス
テ
ム
学
専
攻
」を
熊
本
大
学
は

我
が
国
で
初
め
て
創
設
し
ま
し
た
。
企

業
内
教
育
や
高
等
教
育
で
の
成
人
学
習

を
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、e
I

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
プ
ロ
を
目
指
す
社
会
人

が
、
仕
事
を
抱
え
な
が
ら
、
熊
本
に
来

た
り
担
当
教
員
に
直
接
会
っ
た
り
し
な

い
で
ど
こ
ま
で
学
習
が
可
能
か
と
い
う

難
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
こ

の
輪
が
国
際
協
力
分
野
に
も
広
が
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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