
　

今
回
こ
の
三
冊
を
選
ん
だ
の
は
、
こ

れ
ら
が
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
分
野
の
な

か
で
「
ベ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
り
「
お
気

に
入
り
」
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
は

な
い
。（
も
ち
ろ
ん
、
ど
れ
も
素
晴
ら

し
い
本
で
あ
っ
て
、
ま
だ
読
ん
だ
こ
と

の
な
い
人
に
は
お
勧
め
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。）
東
南
ア
ジ
ア
政
治
に

関
心
が
あ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
専
門
的

な
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
読
者
、
し
か

し
こ
れ
か
ら
こ
の
分
野
に
つ
い
て
学
び

た
く
、
ま
ず
何
が
重
要
で
あ
る
か
を
理

解
す
る
た
め
に
独
学
し
よ
う
と
い
う
読

者
に
は
、こ
の
三
冊
の
組
み
合
わ
せ
は
、

適
切
で
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
基
礎
知
識
を

与
え
て
く
れ
る
。

　

独
学
で
学
ぶ
に
し
て
も
、歴
史
の
知

識
は
不
可
欠
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
人

に
、一
冊
目
の
本
は
、東
南
ア
ジ
ア
の
社

会
・
文
化
・
国
家
の
歴
史
を
ど
の
よ
う

に
学
び
始
め
れ
ば
よ
い
か
の
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
。こ
の
一
冊
の
な
か
に
過

去
か
ら
現
代
ま
で
の
研
究
が
コ
ン
パ
ク

ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。さ
ら
に
重

要
な
の
は
、著
者
た
ち
は
過
去
を「
静
止

し
た
」も
の
と
し
て
決
め
つ
け
て
い
な

い
こ
と
に
あ
る
。本
書
の
な
か
ほ
ど
の

章
は
、現
代
東
南
ア
ジ
ア
政
治
を
理
解

す
る
に
は
最
適
で
あ
る
。こ
の
章
は
、植

民
地
時
代（
タ
イ
を
除
く
外
的
な
力
に

よ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
陥
落
、侵
略
、征

服
、支
配
の
時
代
）か
ら
脱
植
民
地
化

（
も
し
く
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
独

立
復
興
）を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。歴
史
的

に
重
要
な
こ
の
二
つ
の
時
期
の
間
に
、

東
南
ア
ジ
ア
世
界
を
ひ
っ
く
り
返
し
、

こ
の
地
域
と
国
家
を
私
た
ち
が
知
る
現

在
の
姿
に
再
形
成
し
た
困
惑
さ
せ
ら
れ

る
多
く
の
「
事
が
ら
」
が
起
き
て
い
る
。

　

本
書
は
、
こ
れ
ら
の
「
事
が
ら
」
の

非
常
に
適
切
な
手
引
き
と
な
っ
て
く
れ

る
。こ
の
時
期
を
カ
バ
ー
す
る
各
章
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
が
、
各
国
で
は
ど

の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
を
説
明
す

る
前
に
、
主
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の

地
域
的
な
概
要
を
説
明
し
て
く
れ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
旧
体
制
の
失
墜
、
地

域
経
済
の
変
革
や
社
会
構
造
の
再
構

成
、
新
し
い
文
化
の
形
の
押
し
付
け
、

新
し
い
政
治
組
織
の
台
頭
、
な
ど
に
関

す
る
理
路
整
然
と
し
た
大
き
な
絵
が
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、「
国
」

と
「
地
方
」
の
詳
細
で
豊
富
な
説
明
に

よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
的
軌
跡

が
い
か
に
多
様
で
入
り
組
ん
で
い
る
か

が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
全
て
に
お
い
て
、

ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
植
民
地
国
家
の
拡

大
に
よ
る
従
来
の
政
治
の
転
換
と
、
自

立
的
帝
国
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
地
域
経

済
の
世
界
経
済
へ
の
統
合
は
、
広
範
囲

か
つ
永
続
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
反
帝

国
主
義
や
反
資
本
主
義
の
活
動
が
出
現

し
、
世
界
戦
争
や
経
済
危
機
に
よ
っ
て

東
南
ア
ジ
ア
の
「
現
代
」
政
治
の
大
半

が
作
ら
れ
ま
た
変
革
さ
れ
る
な
か
で
、

あ
る
時
は
収
れ
ん
し
、
あ
る
と
き
は
争

い
あ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
本
の
最
後
の
部
分
は
、
こ
の
地

域
の
最
新
の
歴
史
か
ら
冷
戦
を
越
え
た

政
治
へ
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
れ
に
加

え
て
精
神
的
な
部
分
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

や
宗
教
、
文
化
そ
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
関
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
一
九

九
〇
年
代
の
好
景
気
と
不
景
気
を
採
り

あ
げ
て
い
る
。
一
方
、
二
番
目
の
ロ
ダ
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ン
、
ヘ
ウ
ィ
ソ
ン
、
ロ
ビ
ソ
ン
編
の
論

文
集
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
を
理
解

す
る
に
は
極
め
て
重
要
な
東
南
ア
ジ
ア

の
政
治
経
済
に
関
す
る
体
系
だ
っ
た
入

門
書
と
な
っ
て
い
る
⑴

。

　

こ
の
本
は
、
経
済
発
展
に
つ
い
て
の

理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
理
論
的
論
文

は
、
各
国
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
発

展
の
経
路
を
よ
り
詳
し
く
学
び
た
い
読

者
に
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
国
別
の

研
究
そ
れ
ぞ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
東
南
ア
ジ
ア
の
‶little tigers

"の

発
展
を
拒
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
こ
こ
に
納
め
ら
れ
た
論
文

は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
発
展
が
合
理
的
な

選
択
や
技
術
主
義
的
な
実
践
と
い
う
意

味
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
逆
に
、
国
家
と
地
域
に
お
け

る
成
功
と
失
敗
と
い
う
モ
ザ
イ
ク
の
記

録
は
、
政
治
と
経
済
―
権
力
と
政
治
、

国
家
と
市
場
、
異
な
る
社
会
階
層
に
お

け
る
野
望
と
対
立
、
と
い
う
分
け
難
い

関
係
を
土
台
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
経

済
発
展
と
変
化
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や

反
帝
国
主
義
、
共
産
主
義
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
、
新
自
由
主
義
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
、

な
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
表
現
さ
れ

る
）
は
、
異
な
る
社
会
グ
ル
ー
プ
の
利

益
と
な
っ
た
り
、
損
ね
た
り
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
結
果
的
に
東
南
ア
ジ
ア

の
政
治
経
済
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

エ
リ
ー
ト
や
官
僚
が
作
っ
た
も
の
だ
け

を
み
る
の
で
は
な
く
、
経
済
発
展
の
追

求
に
お
い
て
な
に
が
葛
藤
と
な
る
の
か

に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
る
。

　

ロ
ビ
ソ
ン
の
論
文
集
で
は
、
い
わ
ゆ

る
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
金
融
危
機
に

焦
点
は
当
て
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら

の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
危
機
へ
の
対
処

に
お
け
る
政
治
と
経
済
の
も
つ
れ
あ
い

の
扱
い
方
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
、

マ
レ
ー
シ
ア
に
お
い
て
、
異
な
る
レ

ジ
ー
ム
と
強
力
な
連
立
が
生
き
残
り
を

か
け
て
戦
っ
て
い
る
時
は
、
官
僚
的
な

解
決
と
市
場
本
位
の
改
革
が
、
お
そ
ら

く
は
政
治
的
に
合
理
的
な
選
択
で
あ
っ

た
こ
と
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
。

　

同
様
に
、
三
番
目
の
本
は
一
九
九
七

年
の
危
機
を
中
心
に
は
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
な
か
に
示
唆
に
富
ん
で
非
常

に
興
味
深
い
論
文
が
あ
る
。‘Sauve 

qui peut’

（
生
き
延
び
ら
れ
る
も
の
は

生
き
延
び
よ
）。
こ
の
論
文
は
、
東
南

ア
ジ
ア
の「
奇
跡
の
経
済
発
展
」と「
金

融
危
機
」
の
要
因
と
な
っ
た
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
と
冷
戦
後
の
地
域
的
か
つ

世
界
的
な
要
因
を
検
討
し
て
い
る
。

　

こ
の
本
は
、二
〇
年
に
わ
た
る
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
、東
南
ア

ジ
ア
を
ひ
と
つ
の
「
地
域
」
と
し
て
扱
っ

た
東
南
ア
ジ
ア
研
究
と
、ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
理
論
的
省
察
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
。あ
わ
せ
て
、ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を

し
て
こ
の
地
域
に
お
い
て
何
が
ユ
ニ
ー

ク
で
あ
る
の
か
、何
が
共
有
さ
れ
て
い

る
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
可
能
に

さ
し
め
た
、東
南
ア
ジ
ア
政
治
研
究
の

伝
統
的
で
な
い
や
り
方
が
、創
造
的
か

ど
う
か
を
実
証
し
て
い
る
。あ
る
程
度

に
お
い
て
、東
南
ア
ジ
ア
の
国
、社
会
、

政
治
の「
比
較
の
亡
霊
」は
光
を
あ
て
る

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
は
、
こ
の
「
比
較
の
亡
霊
」
を

分
か
ち
合
う
読
者
に
と
っ
て
は
た
め
に

な
る
経
験
で
あ
る
。
世
界
的
、地
域
的
、

国
家
的
に
重
大
な
局
面
を
違
う
鏡
で
見

る
こ
と
で
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
東
南
ア
ジ

ア
の
国
々
は
「
共
同
で
連
帯
し
て
」
い

る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
彼
は
一
国
に

つ
い
て
書
い
て
い
る
時
で
も
、
そ
の
他

の
国
や
地
域
を
常
に
視
野
に
入
れ
て
い

る
。
彼
が
地
域
を
「
全
体
」
と
し
て
考

え
る
と
き
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
「
特
異

性
」
と
「
独
自
性
」
を
見
失
う
こ
と
は

な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
彼
は
ふ
た
つ
の

視
点
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
、
理
論
的
な
問

題
を
提
起
し
熟
考
す
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
文
学
や
政
治
、

軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
や
独
裁
政
治
の
転

覆
、
選
挙
と
民
主
主
義
的
な
プ
ロ
セ
ス

の
限
界
、
多
数
派
と
少
数
派
の
関
係
な

ど
を
刺
激
的
に
描
け
た
の
で
あ
る
。
こ

の
試
み
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
彼
の
幅
の
広
さ
と
多
才
さ
を
証
明
し

て
い
る
。
し
か
し
、「
不
思
議
な
形
」

と
な
っ
た
こ
の
本
は
（
ア
ン
ダ
ー
セ
ン

自
身
が
そ
う
言
っ
て
い
る
）
あ
る
種
の

硬
直
性
、
す
な
わ
ち
研
究
者
が
そ
の
専

門
性
に
お
い
て
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
か

「
地
域
」
を
選
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
あ
る
種
の
洗
練
さ
れ
た
硬
直
性

を
暗
黙
の
う
ち
に
排
除
し
て
い
る
。

　

簡
単
に
説
明
し
た
こ
の
三
冊
の
本

は
、東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
政
治
経
済

と
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
対
す
る
鑑
識
眼
を
提

供
し
、さ
ら
に
読
む
こ
と
を
通
じ
て
経

験
を
わ
か
ち
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。読

者
に
は
、東
南
ア
ジ
ア
が
自
ら
の
選
択

余
地
の
な
い
容
易
で
は
な
い
状
況
で
、

ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
歴
史
と
政
治

を
作
り
上
げ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、今
後

よ
り
深
く
広
く
、こ
の
本
よ
り
も
先
に

理
解
を
進
め
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
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⑴ 

筆
者
は
本
書
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
政
治

経
済
の
章
を
担
当
し
て
い
る
。
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