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90% ～ 100%
データなし

■
■
■
■
■
■

■ 世界の成人識字率

出典：UNESCO『UIS Fact Sheet, September 2011, No.16』
（注）データのない先進国は識字率がほぼ 100％

読
み
書
き
で
き
な
い
と

ど
う
な
る
の
？

　
一
般
的
に
「
識
字
」
は
、
読
み
書
き
・

計
算
能
力
を
持
つ
こ
と
を
指
す
。
し
か
し

識
字
の
問
題
は
、
決
し
て
単
純
な
学
力
の

有
無
の
話
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
は
読
み

書
き
・
計
算
能
力
が
な
い
と
、
人
々
の
暮

ら
し
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

　
例
え
ば
、経
済
の
問
題
。
先
ほ
ど
の「
店

員
」
と
「
お
客
」
の
会
話
の
よ
う
に
、
ち

ょっ
と
し
た
計
算
す
ら
で
き
な
い
た
め
に
市

場
で
お
釣
り
を
ご
ま
か
さ
れ
た
り
、
作
っ

た
農
作
物
を
買
い
た
た
か
れ
た
り
、
働
い

て
も
正
当
な
額
の
給
料
が
も
ら
え
な
か
っ

た
り
す
る
。
健
康
の
問
題
も
身
近
だ
。
病

気
の
と
き
、
文
字
を
読
め
な
い
か
ら
ど
の

薬
を
何
錠
飲
め
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、

過
剰
に
摂
取
し
命
を
危
険
に
さ
ら
す
可
能

性
も
あ
る
。
さ
ら
に
自
分
の
名
前
が
書
け

な
け
れ
ば
、
社
会
保
障
を
受
け
る
機
会
や

選
挙
で
投
票
す
る
と
い
っ
た
社
会
参
加
の

機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
。
貨
幣
経
済
や
開

発
に
よ
っ
て
価
値
観
が
変
わ
っ
た
社
会
で

は
、
非
識
字
者
は
取
り
残
さ
れ
、
貧
困
の

輪
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
丸
山
英
樹

主
任
研
究
官
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り

ど
う
し
て
も〝
共
通
ル
ー
ル
〞を
身
に
付
け

て
お
か
な
い
と
、
今
ま
で
不
利
な
立
場
だ
っ

た
人
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
不
利
な
立
場
に

追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
話
す
。
つ
ま

り
「
識
字
」
は
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で

〝
最
低
限
必
要
な
知
識
・
知
恵
・
技
能
〞

で
あ
り
、
人
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
は

読
み
書
き
・
計
算
能
力
以
上
の
意
味
を

持
つ
の
だ
。

　
識
字
率
の
向
上
を
は
じ
め
、
国
際
社
会

が
教
育
分
野
へ
の
取
り
組
み
を
本
格
化
さ

せ
た
の
は
１
９
９
０
年
。
タ
イ
で
開
か
れ

た
「
万
人
の
た
め
の
教
育
世
界
会
議
」
で

は
学
校
教
育
と
学
校
外
教
育
（
ノ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
教
育
）
を
統
合
す
る
「
万
人
の
た

め
の
教
育
（Education For A

ll

：Ｅ
Ｆ

Ａ
）」
宣
言
が
採
択
さ
れ
、
２
０
０
０
年

ま
で
に「
成
人
非
識
字
率
の
半
減
」や「
初

等
教
育
の
完
全
普
及
」
な
ど
の
目
標
が
国

際
公
約
と
し
て
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
取

り
組
み
は
順
調
に
進
ま
ず
、
５
年
後
の
95

年
時
点
の
非
識
字
者
は
８
億
８
５
０
０
万

人
。
こ
の
数
は
90
年
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
男
女
の
格
差
も
拡
大
。
２
０
０

０
年
の
目
標
達
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
２
０
０
０
年
に
セ
ネ
ガ
ル
で

「
世
界
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催
さ
れ
、

「
ダ
カ
ー
ル
行
動
枠
組
み
」
を
採
択
。
こ
の

中
で
は
、
２
０
１
５
年
ま
で
に
「
成
人
、

特
に
女
性
の
識
字
率
を
50
％
改
善
す
る
こ

と
」
や
「
す
べ
て
の
成
人
の
学
習
ニ
ー
ズ
が

満
た
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
新
た

な
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同

年
、「
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム・
サ
ミ
ッ
ト
」
で
「
ミ

レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
（
Ｍ
Ｄ
Ｇｓ
）」※

１
を

採
択
。
教
育
分
野
で
は
「
初
等
教
育
の
完

全
普
及
」
や
「
初
等
・
中
等
教
育
で
の
男

女
格
差
解
消
」
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ

と
で
、Ｅ
Ｆ
Ａ
の
取
り
組
み
も
加
速
す
る
き

っ
か
け
に
な
っ
た
。
ま
た
、
03
年
に
「
国

連
識
字
の
10
年
」
が
宣
言
さ
れ
、
世
界

各
国
が
識
字
教
育
を
さ
ら
に
推
進
。
そ

の
最
終
年
に
当
た
る
今
年
、
国
連
教
育

科
学
文
化
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
を
中

心
に
、
こ
の
10
年
間
の
取
り
組
み
が
レ
ビ

ュ
ー
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、

90
年
以
降
、
基
礎
教
育
分
野※

２
の
支
援

を
重
視
。
よ
り
多
く
の
学
齢
児
童
が
教

育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
学
校
建
設
な

ど
ハ
ー
ド
面
に
加
え
、
教
員
研
修
や
学
校

運
営
、
女
子
教
育
の
改
善
な
ど
ソ
フ
ト
面

の
協
力
を
行
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
教
育

を
受
け
な
い
ま
ま
就
学
年
齢
を
超
え
た

成
人
に
対
し
て
は
、
正
規
の
学
校
教
育

制
度
の
枠
外
で
識
字
教
育
を
実
施
。
学

校
教
育
と
学
校
外
教
育
の
両
面
か
ら〝
学

ぶ
機
会
〞を
提
供
し
て
い
る
。

　
具
体
的
な
支
援
と
し
て
は
、
技
術
協

力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ノ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育

の
担
当
行
政
の
能
力
を
向
上
さ
せ
識
字

教
育
の
普
及
な
ど
を
後
押
し
す
る
ほ
か
、

青
年
海
外
協
力
隊
が
村
落
開
発
や
青
少

年
活
動
の
一
環
と
し
て
成
人
識
字
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
実
施
し
た
り
、
草
の
根
技
術
協
力

事
業
を
通
じ
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
連
携
し
識
字
教

室
を
拡
大
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
ど
の
支

援
で
も
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る

「
す
べ
て
の
人
々
が
恩
恵
を
受
け
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
開
発
」
を
念
頭
に
置
き
、女
性
・

女
子
や
少
数
民
族
、
障
害
者
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
け
る
よ
う〝
イ

ン
ク
ル
ー
シ
ブ
（
包
括
的
）
な
教
育
〞の
実

現
を
目
指
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
国
際
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て

教
育
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、

非
識
字
者
は
08
年
ま
で
に
10
％
近
く
減

少
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
ま
だ
７

億
９
６
０
０
万
人
に
も
上
る
人
々
が
、〝
最

低
限
必
要
な
知
識
・
知
恵
・
技
能
〞を

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。Ｅ
Ｆ
Ａ
や
Ｍ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
達
成
期
限
で
あ
る
２
０
１
５
年
ま
で

あ
と
３
年
を
切
っ
た
。
一
人
一
人
の「
生

き
る
力
」
を
醸
成
す
る
た
め
の
さ
ら
な
る

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

が
イ
ン
ド
の
２
億
８
３
０
０
万
人
。
次

に
中
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア

と
開
発
途
上
国
が
続
く
。
そ
し
て
そ
の

３
分
の
２
を
女
性
が
占
め
て
い
る
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
非
識
字
者
が

多
い
の
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
幼
児
期
に

文
字
や
数
を
覚
え
始
め
、
小
学
校
に
入

っ
て
か
ら
体
系
的
に
学
ぶ
と
い
う
の
が

一
般
的
な
学
習
プ
ロ
セ
ス
だ
。
し
か
し

途
上
国
の
場
合
、
学
校
が
家
か
ら
通
え

な
い
ほ
ど
遠
か
っ
た
り
、
制
服
が
買
え

な
い
、
農
作
業
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
学
習
機
会
に
恵

ま
れ
な
い
子
ど
も
も
多
い
。
ま
た
、
紛

争
で
教
育
ど
こ
ろ
で
は
な
い
国
々
も
あ

る
。
親
が
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
そ
の
重
要
性
も
理
解
さ
れ
に
く

い
。
さ
ら
に
、
学
校
に
通
え
て
も
教
育

の
質
が
悪
か
っ
た
り
、
先
生
の
言
葉
と

自
分
の
母
語
が
異
な
っ
た
り
し
て
、
十

分
に
計
算
や
公
用
語
の
文
字
を
読
み
書

き
で
き
な
い
ま
ま
成
人
を
迎
え
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

　
店
員
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」

　
お
客
「
お
コ
メ
を
ち
ょ
う
だ
い
」

　
店
員
「
２
ル
ピ
ー
で
す
」

　
お
客
「（
５
ル
ピ
ー
札
を
見
せ
な
が
ら
）

　
　
　 

こ
れ
で
足
り
る
か
し
ら
？
」

　
店
員
「
も
ち
ろ
ん
。
は
い
、
１
ル
ピ

　
　
　  

ー
の
お
釣
り
ね
」

　
お
客
「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
」

　
こ
の
会
話
、
ど
こ
か
お
か
し
く
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
、
私
た
ち
日
本
人
な
ら
お
釣
り

が
２
ル
ピ
ー
少
な
い
こ
と
に
す
ぐ
気
が

付
く
。
し
か
し
世
界
で
は
、
こ
う
し
た

簡
単
な
計
算
や
、
日
常
生
活
に
必
要
な

文
字
を
読
み
書
き
で
き
な
い
人
が
７
億

９
６
０
０
万
人
も
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

世
界
人
口
の
約
５
人
に
１
人
が
非
識
字

者
な
の
だ
。

　
地
域
別
で
み
る
と
、
非
識
字
者
は
南
・

西
ア
ジ
ア
、
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
、

ア
ラ
ブ
諸
国
に
集
中
し
、
最
も
多
い
の

※1　極度の貧困の撲滅など8項目で、2015年までに国際社会が達成すべき目標。
※2　JICAでは、就学前教育、初等教育、前期中等教育、ノンフォーマル教育と定義。
　　  （「JICAの教育分野の協力-現在と未来-2010年」より）

非紛争国の成人識字率が85％で
あるのに対し、紛争国では69％。
サハラ以南アフリカの紛争国に
限るとさらに低い55％となり、紛
争が子どもたちを教育から遠ざけ
ていることが分かる。

大
人
だ
か
ら
と
いって

買
い
物
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は

〝
学
ぶ
機
会
〞
を
支
援

出典：UNESCO『EFAグローバルモニタリングレポート2011』

■紛争国の識字状況
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世界最低水準  アフリカの識字事情

　サハラ以南アフリカは、南・西アジアに次いで
非識字者数が多い地域だ。その数は日本の人口
を超える1億6,720万人に及ぶ。なぜこのような
状況になってしまったのか。
　識字率が30％に満たないニジェールで初等教
育の普及に取り組む原雅裕JICA専門家は、「財
政難で教育予算が削減されてきたから」だと言
う。アフリカ諸国が教育の普及を本格化したのは
1970年代後半。しかしすぐに財政問題に直面
し、最も数の多い公務員である教員が人員削減
や給与カットなどの対象となった。そしてストライキ
が頻発。“学ぶ機会”のない時期が続いた。「肥
料の使用説明書が読めず、作物の収穫量に違

７
億
９
６
０
０
万
人
。

世
界
に
は
、読
み
書
き
や
計
算
が
で
き
な
い
人
た
ち
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
い
る
。

「
生
き
る
力
」そ
の
も
の
と
い
わ
れ
る
識
字
の
問
題
。

J
I
C
A
は
国
際
社
会
と
と
も
に
、識
字
率
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

いが出たり、また読み書きできないことが劣等感
となり人前で発言できなくなるなど、個々人にとっ
ての大きな問題にもなっている」と原専門家は指
摘する。
　これに対してニジェールでは、学校教育を受け
ていない若者（9～14歳）を対象に1年間の補習
授業や、公用語ではなく現地語を使うことで、4年
間で正規の小学校6年間の学習を可能とする「セ
カンドチャンス・スクール」制度を採用しているほ
か、成人に対して識字教育の強化を図っている。
　これ以上、非識字者を生まないために―。基礎
教育の就学率向上を通じ、JICAはこれからもアフ
リカ諸国への支援を続けていく。

文字を勉強するハウサ族の女性（撮影：飯塚明夫）
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読
み
書
き
で
き
な
い
と

ど
う
な
る
の
？

　
一
般
的
に
「
識
字
」
は
、
読
み
書
き
・

計
算
能
力
を
持
つ
こ
と
を
指
す
。
し
か
し

識
字
の
問
題
は
、
決
し
て
単
純
な
学
力
の

有
無
の
話
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
は
読
み

書
き
・
計
算
能
力
が
な
い
と
、
人
々
の
暮

ら
し
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

　
例
え
ば
、経
済
の
問
題
。
先
ほ
ど
の「
店

員
」
と
「
お
客
」
の
会
話
の
よ
う
に
、
ち

ょっ
と
し
た
計
算
す
ら
で
き
な
い
た
め
に
市

場
で
お
釣
り
を
ご
ま
か
さ
れ
た
り
、
作
っ

た
農
作
物
を
買
い
た
た
か
れ
た
り
、
働
い

て
も
正
当
な
額
の
給
料
が
も
ら
え
な
か
っ

た
り
す
る
。
健
康
の
問
題
も
身
近
だ
。
病

気
の
と
き
、
文
字
を
読
め
な
い
か
ら
ど
の

薬
を
何
錠
飲
め
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、

過
剰
に
摂
取
し
命
を
危
険
に
さ
ら
す
可
能

性
も
あ
る
。
さ
ら
に
自
分
の
名
前
が
書
け

な
け
れ
ば
、
社
会
保
障
を
受
け
る
機
会
や

選
挙
で
投
票
す
る
と
い
っ
た
社
会
参
加
の

機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
。
貨
幣
経
済
や
開

発
に
よ
っ
て
価
値
観
が
変
わ
っ
た
社
会
で

は
、
非
識
字
者
は
取
り
残
さ
れ
、
貧
困
の

輪
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
丸
山
英
樹

主
任
研
究
官
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り

ど
う
し
て
も〝
共
通
ル
ー
ル
〞を
身
に
付
け

て
お
か
な
い
と
、
今
ま
で
不
利
な
立
場
だ
っ

た
人
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
不
利
な
立
場
に

追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
話
す
。
つ
ま

り
「
識
字
」
は
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で

〝
最
低
限
必
要
な
知
識
・
知
恵
・
技
能
〞

で
あ
り
、
人
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
は

読
み
書
き
・
計
算
能
力
以
上
の
意
味
を

持
つ
の
だ
。

　
識
字
率
の
向
上
を
は
じ
め
、
国
際
社
会

が
教
育
分
野
へ
の
取
り
組
み
を
本
格
化
さ

せ
た
の
は
１
９
９
０
年
。
タ
イ
で
開
か
れ

た
「
万
人
の
た
め
の
教
育
世
界
会
議
」
で

は
学
校
教
育
と
学
校
外
教
育
（
ノ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
教
育
）
を
統
合
す
る
「
万
人
の
た

め
の
教
育
（Education For A

ll

：Ｅ
Ｆ

Ａ
）」
宣
言
が
採
択
さ
れ
、
２
０
０
０
年

ま
で
に「
成
人
非
識
字
率
の
半
減
」や「
初

等
教
育
の
完
全
普
及
」
な
ど
の
目
標
が
国

際
公
約
と
し
て
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
取

り
組
み
は
順
調
に
進
ま
ず
、
５
年
後
の
95

年
時
点
の
非
識
字
者
は
８
億
８
５
０
０
万

人
。
こ
の
数
は
90
年
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
男
女
の
格
差
も
拡
大
。
２
０
０

０
年
の
目
標
達
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
２
０
０
０
年
に
セ
ネ
ガ
ル
で

「
世
界
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催
さ
れ
、

「
ダ
カ
ー
ル
行
動
枠
組
み
」
を
採
択
。
こ
の

中
で
は
、
２
０
１
５
年
ま
で
に
「
成
人
、

特
に
女
性
の
識
字
率
を
50
％
改
善
す
る
こ

と
」
や
「
す
べ
て
の
成
人
の
学
習
ニ
ー
ズ
が

満
た
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
新
た

な
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同

年
、「
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム・
サ
ミ
ッ
ト
」
で
「
ミ

レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
（
Ｍ
Ｄ
Ｇｓ
）」※

１
を

採
択
。
教
育
分
野
で
は
「
初
等
教
育
の
完

全
普
及
」
や
「
初
等
・
中
等
教
育
で
の
男

女
格
差
解
消
」
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ

と
で
、Ｅ
Ｆ
Ａ
の
取
り
組
み
も
加
速
す
る
き

っ
か
け
に
な
っ
た
。
ま
た
、
03
年
に
「
国

連
識
字
の
10
年
」
が
宣
言
さ
れ
、
世
界

各
国
が
識
字
教
育
を
さ
ら
に
推
進
。
そ

の
最
終
年
に
当
た
る
今
年
、
国
連
教
育

科
学
文
化
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
を
中

心
に
、
こ
の
10
年
間
の
取
り
組
み
が
レ
ビ

ュ
ー
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、

90
年
以
降
、
基
礎
教
育
分
野※

２
の
支
援

を
重
視
。
よ
り
多
く
の
学
齢
児
童
が
教

育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
学
校
建
設
な

ど
ハ
ー
ド
面
に
加
え
、
教
員
研
修
や
学
校

運
営
、
女
子
教
育
の
改
善
な
ど
ソ
フ
ト
面

の
協
力
を
行
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
教
育

を
受
け
な
い
ま
ま
就
学
年
齢
を
超
え
た

成
人
に
対
し
て
は
、
正
規
の
学
校
教
育

制
度
の
枠
外
で
識
字
教
育
を
実
施
。
学

校
教
育
と
学
校
外
教
育
の
両
面
か
ら〝
学

ぶ
機
会
〞を
提
供
し
て
い
る
。

　
具
体
的
な
支
援
と
し
て
は
、
技
術
協

力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ノ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育

の
担
当
行
政
の
能
力
を
向
上
さ
せ
識
字

教
育
の
普
及
な
ど
を
後
押
し
す
る
ほ
か
、

青
年
海
外
協
力
隊
が
村
落
開
発
や
青
少

年
活
動
の
一
環
と
し
て
成
人
識
字
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
実
施
し
た
り
、
草
の
根
技
術
協
力

事
業
を
通
じ
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
連
携
し
識
字
教

室
を
拡
大
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
ど
の
支

援
で
も
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る

「
す
べ
て
の
人
々
が
恩
恵
を
受
け
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
開
発
」
を
念
頭
に
置
き
、女
性
・

女
子
や
少
数
民
族
、
障
害
者
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
け
る
よ
う〝
イ

ン
ク
ル
ー
シ
ブ
（
包
括
的
）
な
教
育
〞の
実

現
を
目
指
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
国
際
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て

教
育
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、

非
識
字
者
は
08
年
ま
で
に
10
％
近
く
減

少
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
ま
だ
７

億
９
６
０
０
万
人
に
も
上
る
人
々
が
、〝
最

低
限
必
要
な
知
識
・
知
恵
・
技
能
〞を

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。Ｅ
Ｆ
Ａ
や
Ｍ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
達
成
期
限
で
あ
る
２
０
１
５
年
ま
で

あ
と
３
年
を
切
っ
た
。
一
人
一
人
の「
生

き
る
力
」
を
醸
成
す
る
た
め
の
さ
ら
な
る

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

が
イ
ン
ド
の
２
億
８
３
０
０
万
人
。
次

に
中
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア

と
開
発
途
上
国
が
続
く
。
そ
し
て
そ
の

３
分
の
２
を
女
性
が
占
め
て
い
る
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
非
識
字
者
が

多
い
の
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
幼
児
期
に

文
字
や
数
を
覚
え
始
め
、
小
学
校
に
入

っ
て
か
ら
体
系
的
に
学
ぶ
と
い
う
の
が

一
般
的
な
学
習
プ
ロ
セ
ス
だ
。
し
か
し

途
上
国
の
場
合
、
学
校
が
家
か
ら
通
え

な
い
ほ
ど
遠
か
っ
た
り
、
制
服
が
買
え

な
い
、
農
作
業
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
学
習
機
会
に
恵

ま
れ
な
い
子
ど
も
も
多
い
。
ま
た
、
紛

争
で
教
育
ど
こ
ろ
で
は
な
い
国
々
も
あ

る
。
親
が
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
そ
の
重
要
性
も
理
解
さ
れ
に
く

い
。
さ
ら
に
、
学
校
に
通
え
て
も
教
育

の
質
が
悪
か
っ
た
り
、
先
生
の
言
葉
と

自
分
の
母
語
が
異
な
っ
た
り
し
て
、
十

分
に
計
算
や
公
用
語
の
文
字
を
読
み
書

き
で
き
な
い
ま
ま
成
人
を
迎
え
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

　
店
員
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」

　
お
客
「
お
コ
メ
を
ち
ょ
う
だ
い
」

　
店
員
「
２
ル
ピ
ー
で
す
」

　
お
客
「（
５
ル
ピ
ー
札
を
見
せ
な
が
ら
）

　
　
　 

こ
れ
で
足
り
る
か
し
ら
？
」

　
店
員
「
も
ち
ろ
ん
。
は
い
、
１
ル
ピ

　
　
　  

ー
の
お
釣
り
ね
」

　
お
客
「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
」

　
こ
の
会
話
、
ど
こ
か
お
か
し
く
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
、
私
た
ち
日
本
人
な
ら
お
釣
り

が
２
ル
ピ
ー
少
な
い
こ
と
に
す
ぐ
気
が

付
く
。
し
か
し
世
界
で
は
、
こ
う
し
た

簡
単
な
計
算
や
、
日
常
生
活
に
必
要
な

文
字
を
読
み
書
き
で
き
な
い
人
が
７
億

９
６
０
０
万
人
も
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

世
界
人
口
の
約
５
人
に
１
人
が
非
識
字

者
な
の
だ
。

　
地
域
別
で
み
る
と
、
非
識
字
者
は
南
・

西
ア
ジ
ア
、
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
、

ア
ラ
ブ
諸
国
に
集
中
し
、
最
も
多
い
の

※1　極度の貧困の撲滅など8項目で、2015年までに国際社会が達成すべき目標。
※2　JICAでは、就学前教育、初等教育、前期中等教育、ノンフォーマル教育と定義。
　　  （「JICAの教育分野の協力-現在と未来-2010年」より）

非紛争国の成人識字率が85％で
あるのに対し、紛争国では69％。
サハラ以南アフリカの紛争国に
限るとさらに低い55％となり、紛
争が子どもたちを教育から遠ざけ
ていることが分かる。

大
人
だ
か
ら
と
いって

買
い
物
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は

〝
学
ぶ
機
会
〞
を
支
援

出典：UNESCO『EFAグローバルモニタリングレポート2011』

■紛争国の識字状況
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世界最低水準  アフリカの識字事情

　サハラ以南アフリカは、南・西アジアに次いで
非識字者数が多い地域だ。その数は日本の人口
を超える1億6,720万人に及ぶ。なぜこのような
状況になってしまったのか。
　識字率が30％に満たないニジェールで初等教
育の普及に取り組む原雅裕JICA専門家は、「財
政難で教育予算が削減されてきたから」だと言
う。アフリカ諸国が教育の普及を本格化したのは
1970年代後半。しかしすぐに財政問題に直面
し、最も数の多い公務員である教員が人員削減
や給与カットなどの対象となった。そしてストライキ
が頻発。“学ぶ機会”のない時期が続いた。「肥
料の使用説明書が読めず、作物の収穫量に違

７
億
９
６
０
０
万
人
。

世
界
に
は
、読
み
書
き
や
計
算
が
で
き
な
い
人
た
ち
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
い
る
。

「
生
き
る
力
」そ
の
も
の
と
い
わ
れ
る
識
字
の
問
題
。

J
I
C
A
は
国
際
社
会
と
と
も
に
、識
字
率
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

いが出たり、また読み書きできないことが劣等感
となり人前で発言できなくなるなど、個々人にとっ
ての大きな問題にもなっている」と原専門家は指
摘する。
　これに対してニジェールでは、学校教育を受け
ていない若者（9～14歳）を対象に1年間の補習
授業や、公用語ではなく現地語を使うことで、4年
間で正規の小学校6年間の学習を可能とする「セ
カンドチャンス・スクール」制度を採用しているほ
か、成人に対して識字教育の強化を図っている。
　これ以上、非識字者を生まないために―。基礎
教育の就学率向上を通じ、JICAはこれからもアフ
リカ諸国への支援を続けていく。

文字を勉強するハウサ族の女性（撮影：飯塚明夫）
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