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東
南
ア
ジ
ア
の
教
育 

〔
歴
史
的
背
景
〕
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
前
ほ
と
ん
ど
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た

地
域
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
支
配
諸
国
は
長
い
間
を
通
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝
統
文
化
を
育
て
よ
う
と
せ
ず
、
む

し
ろ
破
壊
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、

教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
の

一
般
民
衆
は
、
長
い
間
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
、
西
欧

文
化
と
自
分
た
ち
の
生
活
と
は
関
係
の
な
い
も
の
だ
と
い

う
考
え
方
を
も
ち
、
あ
る
場
合
に
は
劣
等
感
に
も
な
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
早
く
か
ら
西
欧
文
化
に
触
れ
な
が
ら
、

そ
れ
と
の
交
流
に
よ
り
、
し
だ
い
に
向
上
す
る
と
い
う
こ

と
で
な
く
し
て
、
そ
れ
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
無
関
心
に
な

る
と
い
う
状
態
を
人
の
心
の
中
に
生
み
出
し
た
。
経
済
的
、

政
治
的
な
面
の
み
で
な
く
、
文
化
的
な
面
で
も
全
く
自
主

性
が
失
わ
れ
て
い
た
の
が
そ
の
実
情
で
あ
っ
た
。 

 

今
日
な
お
、
一
部
に
依
然
と
し
て
古
い
伝
統
的
生
活
に

執
着
し
て
、
近
代
生
活
に
な
じ
も
う
と
し
な
い
考
え
方
が

強
い
の
は
、
歴
史
的
な
時
間
の
中
で
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に

教
育
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
社
会
の

根
底
に
あ
る
と
、
教
育
も
ま
た
何
か
に
つ
け
て
強
い
影
響

を
受
け
る
の
で
あ
る
。 

〔
宗
教
の
問
題
〕
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
宗
教

が
社
会
的
に
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
宗
教
の
あ 

  

り
方
が
近
代
的
な
文
化
と
か
け
離
れ
て
い
る
点
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
宗
教
改
革
を
経
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も

植
民
地
支
配
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
西
欧
の
文
化
に
接
触

し
つ
つ
、
し
か
も
隔
絶
し
て
い
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し

た
社
会
情
勢
の
中
で
、
宗
教
が
独
自
の
支
配
力
を
維
持
し

つ
づ
け
て
き
た
。
近
代
文
化
と
関
連
を
も
た
な
い
宗
教
が

強
い
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
近
代
教
育
を
導
入

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
宗

教
的
習
俗
や
信
条
が
近
代
教
育
の
基
本
的
理
念
と
な
る
も

の
を
排
撃
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
す
る
か
は

今
後
の
大
き
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

〔
民
族
主
義
の
問
題
〕
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
タ
イ
を
除
い

て
第
二
次
世
界
大
戦
後
独
立
を
獲
得
す
る
に
は
、
い
ず
れ

も
、
支
配
者
に
対
し
て
多
か
れ
少
な
か
れ
、
民
族
主
義
的

な
闘
争
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
植
民
地
時
代
を
通
じ
て

長
い
間
続
け
ら
れ
た
も
の
の
爆
発
と
も
み
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
独
立
後
の
国
民
的
統
一
の
維
持
に
は
、
民
族
主

義
の
強
い
さ
さ
え
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
ま

た
教
育
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
か
れ
ら
の
導
入

す
る
教
育
制
度
は
、
大
体
に
お
い
て
西
欧
的
な
教
育
制
度

で
あ
る
が
、
そ
の
教
育
内
容
と
な
る
も
の
に
は
、
強
い
民

族
主
義
的
思
潮
が
あ
る
。
こ
れ
は
往
々
に
し
て
、
共
産
主

義
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
共
産
主

義
が
反
資
本
主
義
、
反
帝
国
主
義
的
闘
争
で
あ
る
と
い
う 

  

点
と
観
念
上
の
共
通
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。 

〔
発
達
の
不
均
衡
〕
東
南
ア
ジ
ア
の
教
育
の
特
色
は
、
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
か
つ
て

植
民
地
支
配
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
地
域
に
西
欧
化
し

た
原
住
民
を
作
っ
て
、
こ
れ
を
手
先
と
し
て
支
配
し
た
。

こ
れ
ら
の
指
導
者
層
は
特
権
を
与
え
ら
れ
、
教
育
も
高
度

な
も
の
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
教
育
機
関
は
十
分
に

近
代
的
な
形
態
を
も
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
少
数
の
特
権
者
の
教
育
に
対
し
て
、
一
般
民
衆
の

教
育
は
著
し
く
お
く
れ
て
い
る
。
女
子
は
教
育
を
う
け
な

い
と
い
う
ご
と
き
考
え
方
が
き
わ
め
て
強
い
ま
ま
放
置
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
都
市
に
対
し
て
農
村
は
全
く
放
置
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
義
務
教
育
の
就
学
率
が
最
近
ま
で
極
め

て
低
か
っ
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。 

 

最
近
は
各
国
と
も
義
務
教
育
に
力
を
い
れ
て
お
り
、
ま

た
ユ
ネ
ス
コ
の
カ
ラ
チ
・
プ
ラ
ン
等
に
よ
っ
て
、
非
常
な

勢
い
で
躍
進
し
つ
つ
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
教
育

を
さ
さ
え
て
い
る
教
育
ビ
ジ
ネ
ス
の
分
野
が
ま
だ
な
お
未

発
達
で
あ
る
。
ま
た
教
員
の
養
成
も
ま
に
あ
わ
な
い
状
況

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
の
上
で
の
就
学
率
の
向
上

は
必
ず
し
も
教
育
の
充
実
を
意
味
し
な
い
。 

 

も
う
一
つ
大
き
な
課
題
は
、
技
術
教
育
の
充
実
で
あ
ろ

う
が
、
こ
こ
に
も
多
く
の
隘
路
が
あ
る
。
→
国
際
教
育
計
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と
う
な
ん
あ
じ
あ
の 

き
ょ
う
い
く 


