
　「
こ
の
問
題
分
か
る
人
い
ま
す
か
？
」

　「
は
い
！
」「
は
い
！
」

　「
で
は
、
前
に
出
て
書
い
て
み
て
く

だ
さ
い
」

　
長
机
が
並
べ
ら
れ
た
小
学
校
の
教
室

で
、
楽
し
そ
う
に
授
業
を
受
け
る
子
ど

も
た
ち
。
日
本
の
学
校
で
も
よ
く
見
ら

れ
る
光
景
だ
が
、
女
の
子
た
ち
が
身
に

ま
と
っ
て
い
る
の
は
、
制
服
で
は
な
く

「
ア
バ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
黒
い

布
。
そ
う
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
く
見

ら
れ
る
女
性
の
服
装
だ
。

　
こ
こ
は
、
中
東
の
国
イ
エ
メ
ン
。
イ

ス
ラ
ム
教
の
中
で
も
敬
け
ん
な
信
者
の

多
い
国
の
一
つ
だ
。
古
く
か
ら
「
女
性

は
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
考
え

が
強
く
、
肌
を
露
出
し
て
は
い
け
な
い
、

一
人
で
外
を
歩
く
こ
と
は
危
険
、
社
会

に
は
出
ず
に
家
事
労
働
な
ど
を
優
先
す

べ
き
と
い
っ
た
伝
統
的
な
通
念
が
、
特

に
地
方
部
で
は
い
ま
だ
色
濃
く
残
っ
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
背
景
に
経
済
的
・
物
理
的

事
情
が
重
な
り
、
長
年
こ
の
国
で
問
題

視
さ
れ
て
き
た
の
が
女
子
の
就
学
率
の

低
さ
だ
。
近
く
に
学
校
が
な
い
、
教
室

の
数
が
足
り
な
い
、
防
犯
上
の
壁
や
女

子
ト
イ
レ
が
な
い
、
女
性
の
先
生
が
い

な
い
…
。
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
学
習
環
境
の
中
で
、
女
子
の

初
等
教
育
の
純
就
学
率
は
65
％
。
男
子

女
子
に
閉
ざ
さ
れ
た

〝
学
校
〞と
い
う
空
間

学
校
と
地
域
を
近
付
け
る

仕
組
み
づ
く
り

年
に
国
家
計
画
と
し
て
「
基
礎
教
育
開

発
戦
略
」
を
策
定
。
質
の
良
い
基
礎
教

育
を
学
校
現
場
で
実
現
す
る
た
め
に
、

地
域
レ
ベ
ル
か
ら
女
子
教
育
の
普
及
に

着
手
。Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
も
こ
れ
を
後
押
し
す

べ
く
、
05
年
６
月
か
ら
３
年
に
わ
た
り

「
タ
イ
ズ
州
地
域
女
子
教
育
向
上
計
画
」

を
通
じ
て
、
南
西
部
タ
イ
ズ
州
６
郡
で

特
に
女
子
の
就
学
率
の
低
い
へ
き
地
の

59
校
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
校
に
選
び
、
行
政
・

学
校
・
地
域
の
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
取

り
組
み
を
実
施
し
た
。

　
親
た
ち
が
な
ぜ
娘
を
学
校
に
行
か
せ

な
い
の
か
―
。
ま
ず
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

特集 識字教育

生きる力

［右］基本的に授業は男女別のことが多いが、
学校委員会の提案により、全校朝礼は全校生
徒で行われるようになった
［左］「学校改善計画」について議論する学校
委員会のメンバー。郡教育局と州政府の承認
後、次年度に予算が配分される

裁縫教室に参加する母親たち。「人生で初めて学校に足を踏み入れました。読み
書きができることで、こんなに世界が開けるとは思わなかった。娘にもこの喜びを感
じてほしい」

真剣なまなざしで授業を受ける女の子たち。
教育を受け、読み書きができるようになること
で、彼女たちの未来は大きく広がる

娘の通学に消極的だった父親たちの中に、学校を信頼して影から子を“見守る”と
いう意識を高めたのも大きな一歩だ

は
、
そ
の
〝
本
当
の
〞
理
由
を
ヒ
ア
リ

ン
グ
し
た
。
す
る
と
意
外
な
こ
と
に
、

彼
ら
は
娘
が
学
校
に
行
く
こ
と
に
反
対

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、

特
に
母
親
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
自
分

が
行
っ
た
こ
と
の
な
い
、
ま
た
は
ド
ロ

ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
〝
学
校
〞
と
い
う
場

所
に
子
ど
も
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
大
き

な
不
安
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
、
ま
ず

必
要
だ
っ
た
の
は
、
学
校
と
地
域
の
心

理
的
距
離
を
近
付
け
る
こ
と
。
そ
こ
で

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、
行
政
・
学
校
・
地
域
の

人
々
が
協
働
で
学
校
運
営
に
か
か
わ
れ

る
よ
う
、
各
学
校
に
学
校
委
員
会
を
組

織
化
。「
父
会
」「
母
会
」
と
学
校
が
協

働
で
、
学
校
の
設
備
や
行
事
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
な
ど
に
つ
い
て
の
改
善
案
（
学

校
改
善
計
画
）
を
ま
と
め
て
行
政
側
に

提
案
・
実
施
す
る
と
い
う
仕
組
み
づ
く

り
を
支
援
し
た
。

　
と
は
い
え
、
最
初
の
こ
ろ
は
「
母
会
」

の
出
席
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
女
子
教
育
普
及
の
た
め
に
は
、

彼
女
た
ち
の
協
力
は
必
要
不
可
欠
。
そ

こ
で
ま
ず
は
母
親
た
ち
に
学
校
に
足
を

運
ん
で
も
ら
お
う
と
、
母
親
向
け
に
裁

縫
教
室
を
開
く
こ
と
を
学
校
側
が
提

案
。「
家
事
労
働
し
か
し
て
こ
な
か
っ

た
母
親
た
ち
に
学
び
の
チ
ャ
ン
ス
を
与

え
る
と
同
時
に
、
学
校
へ
の
親
近
感
も

は
ぐ
く
む
こ
と
が
で
き
る
。〝
学
校
〞

と
〝
学
び
〞
へ
の
理
解
が
深
ま
る
の
で

一
石
二
鳥
で
し
た
」
と
田
中
紳
一
郎
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
専
門
家
（
株
式
会
社
パ
デ
コ
）

は
話
す
。
市
場
で
自
分
が

作
っ
た
洋
服
を
売
る
こ
と

に
な
れ
ば
、
読
み
書
き
や

計
算
の
能
力
が
必
要
に
な

る
。
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ

て
さ
ら
に
識
字
教
室
を
行

う
と
、「
母
会
」
へ
の
参
加

者
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き

た
。「
自
分
の
娘
に
も
学
校

で
学
ば
せ
た
い
」。
い
つ
し

か
、
そ
ん
な
声
が
自
然
に

あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
。

　
ま
た
、
親
だ
け
で
な
く

地
域
全
体
に
女
子
教
育
の

必
要
性
を
伝
え
る
べ
く
、

女
子
教
育
を
テ
ー
マ
に
し

た
歌
や
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
を

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
作
成
し
て
流
し
た

り
、
宗
教
指
導
者
に
モ
ス
ク
で
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
伝
え
て
も
ら
っ
た
り
…
。
さ
ま

ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
結
果
、
パ
イ

ロ
ッ
ト
校
の
女
子
の
就
学
者
数
は
３
年

間
で
１
・
５
倍
に
、
男
子
の
就
学
者
数

も
１
・
３
倍
に
ま
で
増
加
。
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
開
始
前
は
「
男
女
が
平
等
に
教
育

の
権
利
を
持
つ
べ
き
」
と
考
え
る
校
長

は
１
割
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
今
で
は

ほ
ぼ
全
員
が
、
女
子
の
就
学
の
重
要
性

を
積
極
的
に
訴
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
こ
の
タ
イ
ズ
州
で
確
立
し
た
学
校
委

員
会
を
中
心
と
し
た
学
校
運
営
モ
デ
ル

の
全
国
展
開
を
目
指
し
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は

09
年
12
月
か
ら
「
女
子
教
育
向
上
計
画

フ
ェ
ー
ズ
２
」
を
開
始
。
ダ
マ
ー
ル
州

を
パ
イ
ロ
ッ
ト
サ
イ
ト
に
モ
デ
ル
の
改

善
・
普
及
を
進
め
な
が
ら
、
中
央
政
府

で
は
他
の
援
助
機
関
と
と
も
に
「
学
校

委
員
会
」
の
運
営
に
つ
い
て
の
共
通
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

　
現
在
、
治
安
悪
化
の
た
め
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
中
断
し
て
い
る
が
、
数
年
前

と
比
べ
る
と
、
タ
イ
ズ
州
を
中
心
に
各

地
の
学
校
で
は
、
女
の
子
が
笑
顔
で
通

学
し
て
い
る
姿
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
読
み
書
き
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
た
ち
の
夢
は
大

き
く
広
が
る
。

　
学
校
は
将
来
へ
の
希
望
を
生
み
出
す

扉
。
す
べ
て
の
人
が
教
育
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
こ
れ
か
ら
も
イ
エ

メ
ン
の
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い
く
。

の
85
％
に
対
し
て
、
格
段
に
低
い
数
値

に
止
ま
っ
て
い
る
。
女
子
の
識
字
率
も

40
％
に
満
た
な
い
の
が
現
実
だ
。

　
し
か
し
１
９
９
０
年
の
「
万
人
の
た

め
の
教
育
世
界
会
議
」
で
提
唱
さ
れ
た

「
万
人
の
た
め
の
教
育
（
Ｅ
Ｆ
Ａ
）」
に

あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
教

育
を
受
け
る
権
利
は
あ
る
―
。
こ
れ
を

受
け
て
イ
エ
メ
ン
政
府
は
、
２
０
０
２

宗教上の理由などから、女子が教育にアクセスする機会が限られているイエメン。
ＪＩＣＡは国全体の女子教育の底上げを目指し、

地域主導の学校運営の仕組みづくりを支援している。

地域の力で
女子に教育への扉を開く

イ エ メン

from YEMEN
ダマール州
タイズ州

サヌア

プロジェクトのマスコットキャラクターのアマルちゃん。“アマル”はアラビア語で
“希望”の意味。女子教育普及のシンボルとして、イエメン国内に広まっている
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