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非識字者とは 「だれ 亅か

一 夜間中学在籍生徒の 経年比較より 一

棚 田洋平 （大阪大学大学院）

1．問題 の背景

　義務教育就学率に しろ識字率に し ろ、日本

は 100％ ちか い 数字 を示 す と され て い る。

1964 年 の ユ ネ ス コ に よ る識字 に関す る調査

に対 し て 、当時 の 文部省 が 「日本で は 、識字

の 問題 は完全 に解決ずみ である
一

現状にお

い て 、識字能力を高めるため に特別 な施策を

とる必 要はま っ たくない 」 と回答 して い る よ

うに、 日本社 会に お い て は 「非識字者 」 は存

在 しな い もの とされ て きた。そ の ため、日本

社会に お い て は、非識字者の 実態把握は なが

ら くな され て こ なか っ た。1955 年の 「国民 の

読み書き能力調査 」以来、日本にお い て は 「非

識字者」 調査 と呼 べ る もの は ほ とん ど行われ

て い ない
。

　 しか し、実際に は、被差別 部落 の 人び とや

在 日朝鮮 人、障が い 者、ある い は 中国な どか

らの 引揚帰国者、「ニ ュ
ーカ マ

ー
」 と呼 ばれ る

新渡 日者 らが 、日本社会 における 「非識字者」

と して 存在 して きた ／い る とい うこ とは、各

地 の 識字 ・日本語教育の 実践の 現場をみ れば

明 らかで あ る 。

　こ の よ うな 日本社会にお い て 、「だれ」が非

識字者 にな っ て い た ／い る の か と い うこ とを、

主 に統計デー
タに もとつ い て実証 的に示 す こ

とが 、本研究の 目的で ある。

2 ．調査の 概要

　本研究で は、非識字者の 実態把握デー
タ と

して 、非識字者 の 教育の
一

端 を担 っ て きた夜

問 中学の 在籍生徒デー
タ を用い る。毎年度 ご

とに発行 され る 『全国夜間中学校研究大会資

料』の
一

資料 と して 、在籍生徒の 属性デー
タ

が 掲載 され て い る 。 そ こ には、地域 ご とに生

徒 の 国籍別 、 年齢層別 、 男 女別 の 数字が それ

ぞれ示 され て お り 、 各時代 ・各地域 の 生徒の

特徴が わ か る よ うにな っ て い る 。

　非識字者の 限定 （対 象が夜間中学在籍者 の

み）や地域の 限定 （夜間中学設置都府県 の み）

とい っ たデ ータ の 限界性が ある こ とは否め な

い もの の 、全 国的か つ 経年的に非識字者 の 実

態が わ か る ほ ぼ 唯一の 調 査 と し て本デー
タ は

貴重 な資料で あ る と言え る。

　なお 、こ の 統計的データ の 補足 と し て
、 夜

間 中学関係 の 文 献や、自身が 3 年前 （2004

年度〜）か ら行 な っ て い る 夜間中学に お ける

フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クデータ よ り、夜間中学生 （非

識宇者） の 「生 の 声」 を適宜参考に し た。こ

の 作業に よ り、各時代にお け る非識 字者の 実

態に よ りせ まる こ とがで きた と言 える 。

3．調査の結果

　まず、本論 に入 る前に押 え て お か なければ

な らな い こ とは、夜間中学 とい う教育施設の

もともとの 対象者は 、 昼間 の 中学校に通 えな

い 不就学 ・長期欠席児童生徒で あ っ た とい う

こ とで ある．つ まり、設立 当初の 夜間 中学は

あ くま で 、昼間中学校 の補助的役割で あ っ た。

　確か に 、「義務教育の 完全保障」 とい う役割

は夜問中学設立 以来
一

貫 し て い る と言え る。

しか し、そ の 対象者は大 き く変化 した。それ

まで の 学齢児童生徒 （不就学 ・長欠者）か ら、

そ の 対象は、学齢超過 者 （義務教育未修 了者）

へ と変わ っ た の で ある。

　以上 の こ とを踏ま えた上 で 、以 下調査 結果

の 概要 を簡単に述 べ て い こ う。
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  学齢児童生徒か ら学齢超過者 へ と対象が変

　わ っ た 1960 年代末の夜間 中学の 在籍生徒

　 の ほ とん どは 日本人で あ っ た。そ の 多 くは 、

　学齢期に 、貧困な どの 理由に よ り学校 に行

　 けなか っ た者で ある。なか には、戦争期 に

　学齢 で あっ たため、新学制で 義務教育の 対

　象 とな っ た 中学校 に 「行 っ て い な い 」 者 も

　含まれて い た。

  1970 年代に入 っ てす ぐに 、とりわ け大阪 に

　お い て は、在 日朝鮮人 （主 に女性 ）が在籍

　生 徒 の 大半 を 占める よ うにな っ た 。 かれ ら

　 の 多 くは 1 世で あり、学齢期ある い はそれ

　以 上の 年齢で 日本 へ 渡 っ て きた人 ぴ とで あ

　る 。 なか には 、貧困や民族差別が故 に、日

　本 の 小 中学校に行 けなか っ た とい う者 もい

　 る。

 
一

方で 、東京 をは じ め とし た関東地域で は、

　 1960 年代末以降、韓 国や 中国か らの 引揚帰

　 国者 が、在籍生徒 に 占め る割合が高 くな っ

　て い く。 あわせ て 、1980 年代以降は 、 い わ

　 ゆる ニ ュ
ー

カ マ
ー

と呼ばれ る新渡 日外国人

　 も生徒 と して増え始め る 。

  1990年代後半以降 、 関東地域以 外で も、中

　国引揚者や ニ ュ
ー

カ マ ーが、在籍生徒 に 占

　 め る割合が高ま っ て い く。1990 年代初頭 に

　 は在 日朝鮮人生徒が 大半を 占めて い た大阪

　 をは じめ とす る関西地域に お い て も、こ こ

　数年 で 、「引揚」 と 「その 他 の 外国入」 を合

　わせ た新来外国人が在 日朝鮮人生 徒を数 の

　 上 で 上 回る に至 っ て い る 。

※分析結果の 詳細は、当 日発表の 際に配布す

　る資料を参照された い

4 ．本研究のもつ 意義

　1985 年 、
コ ゾ ル はそ の 著作の 中で 、 さま ざ

まな 諸デー
タか ら 、 当時 の ア メ リカ社会にお

け る成人 の 3 分 の 1 が 「非識字」状態に あ る

こ とを指摘 し 、 全米に衝撃を与えた 。
1991 年

に連邦議会 は 、
ア メ リカ の 非識字者 を 3000

万人 （／ 2 億 5000 万人） と推定 し 、「全米識

字法 （National　Literacy　Act）1 を制定 した。

こ こ で い う 「識 字 （literacy）」 とは、「仕事や

社会 へ の 参加 に役立 ち、自分の 目標 を達成 し

た り、知 識や潜在能力を開発す るた め に必 要

とされ る英語 の 読み書き能力 ・会話能力お よ

び計算能力、問題解決 能力 」 の こ とを指す 。

　対 して 、先に も述 べ た よ うに、 日本 にお い

ては 「非識字者」 は存在 しない もの と され 、

そ の 実態調査は なが らくな されて こなか っ た 。

本研 究で対 象 と した デー
タは、あくまで、非

識字者 に対す る教育施設の ひ とつ で ある夜間

中学の 在籍生徒 （非識字者）数に 関す る もの

で しか ない 。そ の 背後に は、夜間中学以外の

識字教育施設 に通 う非識字者 ら、あるい は そ

うし た識字教育施設 に通 うこ ともな く 「埋 も

れて 」 しま っ て い る非識字者 らが 、数多く存

在 し て い ると想像す るこ とはかた くな い 。

　非識字者の 実態把握は 、 識字教育施策を企

図 ・実施す るた めに は必要不可 欠 な作業で あ

る 。 また 、 かれ ら非識字者に対す る実際 の 教

育実践を展 開す る ときに も 、 非識字者 とは 「だ

れ 」 か とい うこ とを実態 として把握す る こ と

が必要 となる。そ うした対象者 （非識字者）

の 実態を正 確 に捉 えた上 で こ そ、教育施策 ・

教育実践は成果 を上 げるこ とが で きるの で は

な い だ ろ うか 。 本研究は 、 そ うした 「非識字

者」 の 実態把握 の ほん の 端 緒にすぎない
。
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