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南
ア
ジ
ア
の
若
者
の
多
く
は
今
、
学
校
に
は
行
っ
た

も
の
の
「
そ
の
先
」
が
み
え
な
い
、
と
い
う
深
刻
な
現

実
に
直
面
し
て
い
る
。
教
育
と
就
業
と
の
間
の
深
い
溝

は
、
本
特
集
で
も
様
々
な
視
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
、

そ
の
実
態
や
背
景
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
少
し
視
点
を
引
い
て
み
る
と
、
教
育
が
社
会

の
変
化
や
人
々
の
期
待
に
応
え
き
れ
な
い
と
い
う
状
況

は
、
い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
し
、
イ
ン
ド
に
限
っ
た

こ
と
で
も
な
い
。
近
代
学
校
教
育
は
い
つ
も
「
問
題
」

で
あ
り
続
け
て
き
た
。
ご
く
少
数
の
成
功
者
を
除
け
ば
、

子
ど
も
た
ち
や
父
母
、
教
員
な
ど
関
わ
る
多
様
な
人
々

は
そ
れ
ぞ
れ
不
満
を
も
ち
、
そ
の
社
会
の
そ
の
時
代
が

必
要
と
す
る
次
世
代
を
過
不
足
な
く
供
給
で
き
た
こ
と

は
稀
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
不
満
は
一
様
で
は
な
く
、

時
と
し
て
相
対
立
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
問
題
で

あ
る
、
と
多
く
が
感
じ
る
の
に
改
革
の
方
向
の
合
意
は

見
出
せ
な
い
と
い
う
の
が
、
教
育
「
問
題
」
の
特
性
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
学
校
教
育
の
本
質
的
な
困
難
の
背
景
に
は
、

近
代
学
校
教
育
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
幾
層
に
も
埋
め
込

ま
れ
た
複
数
の
時
間
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
何
ら
か
の

権
力
と
空
間
を
背
景
に
設
計
運
営
さ
れ
る
制
度
と
し
て

の
学
校
教
育
の
時
間
は
悠
長
で
あ
る
。
教
育
制
度
は
、

膨
大
な
施
設
、
行
政
機
構
と
教
員
、
重
な
り
合
っ
た
理

念
や
権
益
、
学
歴
の
正
統
性
維
持
な
ど
、
小
回
り
が
効

か
な
い
強
い
慣
性
を
も
つ
頑
固
な
制
度
で
あ
る
。
雇
用

市
場
の
動
向
と
い
っ
た
あ
る
程
度
具
体
的
に
捉
え
う
る

変
化
は
と
も
か
く
、
経
済
活
動
や
社
会
の
変
化
に
即
し

て
次
世
代
が
学
ぶ
べ
き
「
知
」
の
あ
り
方
に
一
定
の
合

意
点
を
見
出
し
て
改
革
を
実
施
す
る
に
は
、
長
い
時
間

を
要
す
る
。
や
っ
と
改
革
が
軌
道
に
乗
っ
て
も
、
時
代

は
す
で
に
そ
の
先
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
学
校
教
育
の
主
役
で
あ
る
べ
き
子
ど

も
た
ち
、
若
者
た
ち
の
時
間
は
短
い
。
ど
の
子
に
と
っ

て
も
、
待
つ
こ
と
も
や
り
直
す
こ
と
も
で
き
な
い
一
回

勝
負
で
あ
る
。
た
だ
し
短
い
と
は
い
え
数
年
の
時
間
は

あ
り
、「
学
校
後
」
を
入
学
時
に
正
確
に
測
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
数
年
の
間
に
も
社
会
は
変
化
を
続
け
、

と
く
に
社
会
資
本
や
情
報
に
お
い
て
不
利
な
立
場
に
あ

る
子
ど
も
や
若
者
の
多
く
は
、
漠
然
と
し
た
夢
を
抱
い

て
過
ご
し
た
十
数
年
の
学
校
生
活
の
あ
と
で
、
厳
し
い

現
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
学
校
生
活
そ
の
も
の
が
、

子
ど
も
た
ち
の
格
差
を
拡
大
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の

数
年
と
い
う
時
間
の
間
に
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
は
、

教
育
は
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
は
ず
の
成
長
や
平
等

で
自
由
な
将
来
を
用
意
は
し
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
現
状
は
、
こ
の
二
つ
の
時
間
が
極
端
に
作

用
し
て
い
る
。
も
と
も
と
統
合
性
を
欠
く
教
育
シ
ス
テ

ム
は
、
部
分
的
な
修
正
や
市
場
の
本
格
的
参
入
に
よ
っ

て
複
雑
な
ラ
ビ
リ
ン
ス
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
数
年

前
に
は
Ｓ
Ｆ
小
説
の
な
か
だ
っ
た
人
口
知
能
が
日
々
現

実
味
を
ま
し
、〝post truth

〞
と
い
う
言
葉
が
不
気

味
に
響
く
時
代
に
、
子
ど
も
・
若
者
た
ち
は
成
長
し
、

や
が
て
社
会
に
出
る
。
何
が
本
当
に
陳
腐
化
し
な
い
教

育
な
の
か
。
教
育
と
雇
用
の
間
の
溝
を
少
し
で
も
埋
め

て
、
若
者
の
将
来
と
地
域
の
発
展
に
重
ね
る
た
め
に
は

何
が
必
要
か
。
時
計
を
合
わ
せ
た
改
革
が
必
要
で
あ
る
。
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