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日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
創
設
以
来
の
事
業

の
ひ
と
つ
で
す
︒海
外
の
日
本
研
究
者
と
市
民
と
の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
に
︑

原
則
月
一
回
︑
年
間
十
回
程
度
︑
京
都
市
内
の
公
共
ス
ペ
ー
ス
で
︑
日
文
研
を

訪
問
中
の
世
界
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
日
本
研
究
者
に
︑
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
自

由
に
語
っ
て
も
ら
い
︑
参
加
者
と
の
知
的
交
流
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
︒

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
に
よ
っ
て
︑
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の

皆
様
の
関
心
と
理
解
が
さ
ら
に
深
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
︒

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

所
長　

小
松 

和
彦
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「
古
く
て
新
し
い
も
の
」

―
ベ
ト
ナ
ム
人
の
俳
句
観
か
ら
日
本
文
化
の
浸
透
を
探
る
―

は
じ
め
に

俳
句
は
日
本
独
特
の
定
型
詩
で
あ
る
と
同
時
に
︑
世
界
最
短
の
詩
で
も
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
俳
句
は
国

境
を
越
え
︑﹁
Ｈ
ａ
ｉ
ｋ
ｕ
文
化
﹂
と
し
て
世
界
に
広
が
っ
て
い
ま
す
︒

歴
史
的
に
は
︑
俳
句
は
一
九
世
紀
か
ら
国
境
を
越
え
て
国
外
に
普
及
し
て
ゆ
く
な
か
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

受
け
入
れ
国
の
文
化
︑
言
語
︑
習
慣
か
ら
影
響
を
受
け
て
き
ま
し
た
︒
特
に
戦
後
︑﹁
日
本
語
以
外
で
書

か
れ
た
俳
句
﹂
は
急
激
な
発
展
を
遂
げ
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
︑
日
本
の
俳
句
は
ど
の
よ
う
に

発
展
し
て
い
る
の
か
︑
諸
外
国
で
俳
句
は
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
︑
普
及
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

日
本
で
生
ま
れ
た
俳
句
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
世
界
の
中
で
︑
現
代
日
本
の
文
化
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
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て
い
ま
す
が
︑
俳
句
は
ま
す
ま
す
世
界
に
広
ま
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
国
と
地
域
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
︒

日
本
独
自
の
こ
の
短
い
詩
を
通
じ
て
︑
日
本
の
文
化
︑
伝
統
︑
そ
し
て
日
本
人
に
対
し
て
親
近
感
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
︑
そ
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
世
界
中
の
俳
句
愛
好
家
た
ち
に
よ
り
︑
こ

れ
か
ら
も
俳
句
の
国
際
化
は
さ
ら
に
進
展
す
る
で
し
ょ
う
︒

そ
う
し
た
な
か
︑
日
本
の
伝
統
的
な
短
詩
﹁
俳
句
﹂
が
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も
十
年
ほ
ど
前
か
ら
詠
ま
れ

る
よ
う
に
な
り
︑
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
ま
す
︒
ベ
ト
ナ
ム
で
は
現
在
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
新
し
い
形

の
俳
句
を
詠
む
と
い
う
︑
独
自
の
﹁
ベ
ト
ナ
ム
俳
句
﹂
が
流
行
を
見
せ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
世
界
の
俳

句
・
Ｈ
ａ
ｉ
ｋ
ｕ
の
な
か
で
︑
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

新
し
い
俳
句
は
︑
新
し
い
言
葉
で
作
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
新
し
い
芸
術
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
で

す
︒
現
代
の
日
本
は
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
に
あ
る
日
本
の
姿
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
日
本
の
俳
句
が
世

界
に
﹁
輸
出
﹂
さ
れ
る
に
至
っ
た
現
在
︑
芭
蕉
の
俳
句
の
中
に
日
本
の
美
し
い
風
景
を
永
遠
に
残
し
な
が

ら
も
︑
俳
句
は
日
本
の
枠
に
閉
じ
籠
る
こ
と
な
く
︑
開
か
れ
た
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
ま

す
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
の
中
で
︑
各
国
の
文
化
交
流
が
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
︑

俳
句
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
の
本
質
を
維
持
し
な
が
ら
も
︑
新
し
い
時
代
の
中
で
︑

新
し
い
表
現
方
法
で
︑
新
た
な
芸
術
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
︒
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一
　
近
年
の
日
越
関
係
の
推
移
と
、
日
越
文
化
交
流
の
現
状

さ
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
で
は
俳
句
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
交
流
行
事
が
さ
か
ん
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
︒
日
越
間
の
政
治
・
経
済
関
係
の
緊
密
化
を
背
景
に
活
発
化
す
る
︑
市
民
レ
ベ
ル
で
の
交
流

の
実
態
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
は
︑
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
属
し
ま
す
︒
両
国
は
共
通
の
文
化
圏
に
あ
り
︑
言
葉
だ
け

で
は
な
く
︑
同
じ
く
箸
を
使
っ
て
米
を
食
べ
る
民
族
で
す
︒
そ
の
た
め
︑
文
化
的
に
は
︑
生
活
習
慣
だ
け

で
は
な
く
︑
感
性
︑
美
意
識
等
に
い
た
る
ま
で
類
似
性
が
多
く
認
め
ら
れ
ま
す
︒
長
く
︑
複
雑
な
交
流
の

歴
史
を
経
て
︑一
九
七
三
年
に
日
越
の
国
交
が
樹
立
さ
れ
︑つ
い
で
ベ
ト
ナ
ム
経
済
刷
新
政
策
︵
ド
イ
モ
イ
︶

が
提
起
さ
れ
た
一
九
八
六
年
以
降
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
︑
両
国
間
の
外
交
・
経
済
・
文
化
交
流
関
係
は

年
を
経
る
ご
と
に
深
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒

︵
一
︶
ベ
ト
ナ
ム
人
の
対
日
観

ベ
ト
ナ
ム
人
は
日
本
に
対
し
て
︑ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
全
体
的
に
︑



4

ベ
ト
ナ
ム
人
の
対
日
観
は
良
好
で
す
︒
日
本
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
伝
統
文
化
に
加
え
て
︑
現
在
の

経
済
力
︑
技
術
力
の
優
秀
さ
も
認
知
さ
れ
て
い
ま
す
︒
お
互
い
の
文
化
的
特
徴
を
よ
り
正
し
く
理
解
す
る

た
め
の
︑
歴
史
理
解
教
育
︑
文
化
交
流
︑
青
年
交
流
に
よ
る
人
と
人
の
相
互
理
解
が
な
い
と
︑
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
に
的
確
に
対
処
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
︒

ま
ず
︑
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
日
本
の
印
象
は
経
済
の
先
進
国
で
︑
高
価
格
で
も
高
品
質
と
の
イ
メ
ー
ジ

が
定
着
し
て
い
ま
す
︒
そ
ん
な
こ
と
か
ら
︑
ベ
ト
ナ
ム
で
は
バ
イ
ク
の
こ
と
を
﹁
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ
﹂
と
呼
ん

だ
り
し
ま
す
︒

日
本
は
︑
戦
後
︑
急
速
な
経
済
発
展
を
遂
げ
つ
つ
も
︑
独
自
の
伝
統
文
化
を
維
持
し
て
い
る
国
で
あ
る

と
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
︑
ベ
ト
ナ
ム
と
し
て
も
ど
の
よ
う
に
し
て
自
国
の
文
化
を
保
ち
つ
つ
︑
経
済
発

展
を
進
め
て
い
く
べ
き
か
︑
日
本
の
経
験
に
学
び
た
い
と
の
意
識
が
強
く
あ
り
ま
す
︒

さ
ら
に
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
企
業
の
進
出
及
び
日
本
人
観
光
客
の
増
加
に
伴
い
︑
日
本
が
よ

り
近
い
存
在
と
な
り
︑
日
本
語
・
日
本
文
化
に
対
す
る
需
要
が
多
様
化
し
ま
し
た
︒
ベ
ト
ナ
ム
人
は
︑
日

本
を
﹁
ベ
ト
ナ
ム
と
文
化
的
に
共
通
点
が
多
い
﹂
と
評
す
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
の
た
め
ベ
ト
ナ
ム
で
は
日

本
文
化
が
理
解
・
吸
収
さ
れ
や
す
い
土
壌
に
あ
る
と
言
え
ま
す
︒

文
化
の
面
で
は
︑
日
本
は
と
て
も
興
味
深
い
文
化
を
有
し
て
お
り
︵
例
え
ば
︑
茶
道
や
生
け
花
の
精
神
な

ど
︶︑
現
代
の
科
学
や
技
術
が
発
展
し
た
社
会
の
中
で
も
︑
伝
統
的
価
値
を
重
ん
じ
︑
そ
の
文
化
を
実
際
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に
体
験
し
た
い
︑
と
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
ほ
ど
不
思
議
な
魅
力
が
あ
り
ま
す
︒
生
活
文
化
と
し
て
は
︑

一
九
九
六
年
に
﹁
お
し
ん
﹂
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
全
国
放
映
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
︑
ベ
ト
ナ
ム
で

日
本
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
︑
今
で
は
﹁
お
し
ん
﹂
と
い
う
単
語
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
﹁
お
手
伝
い
さ
ん
﹂
と

い
う
意
味
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

日
本
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
︑
ま
た
自
然
の
美
し
い
国
と
い
う
も
の
で
す
︒
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
に
つ
い

て
聞
く
と
﹁
桜
﹂﹁
富
士
山
﹂
と
い
う
答
え
が
多
く
あ
り
ま
す
︒
Ｊ
Ａ
Ｌ
財
団
主
催
﹁
第
13
回 

世
界
こ
ど

も
ハ
イ
ク
コ
ン
テ
ス
ト
〝
夢
〟﹂
ベ
ト
ナ
ム
大
会
の
優
秀
賞
受
賞
作
品
︵
全
四
〇
句
︶
に
は
︑
こ
の
対
日
観

が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
︒

N
hật B

ản ơi, N
hật B

ản

Đ
ất nước em

 m
uốn tới ngắm

 cảnh

A
nh đào nở trong gió

︵N
guyen Thu D

ai Trang

作
︑
女
子
11
歳
︶
︵
1
︶

日
本
よ
︑
日
本
／
そ
の
景
色
を
見
た
い
／
風
の
中
に
咲
く
桜　
︵
Ｊ
Ａ
Ｌ
財
団
主
催
者
訳
︶

両
国
は
︑
政
治
・
経
済
・
文
化
・
教
育
な
ど
様
々
な
分
野
で
緊
密
な
関
係
を
築
い
て
い
ま
す
︒
こ
の
句
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を
読
む
と
︑
両
国
の
友
好
の
絆
は
政
治
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
︑
国
民
レ

ベ
ル
で
も
益
々
深
ま
っ
て
き
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
︒

︵
二
︶
日
越
日
本
語
教
育
協
力

ド
イ
モ
イ
の
進
展
と
と
も
に
日
系
企
業
の
進
出
ラ
ッ
シ
ュ
が
始
ま
っ

た
た
め
︑
日
本
語
が
で
き
る
人
材
の
育
成
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
︒
ま

た
︑
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
﹁
経
済
発
展
に
役
立
つ
﹂
と
し
て
外
国
語
学
習

を
奨
励
し
た
こ
と
か
ら
︑
日
本
語
学
習
熱
も
高
ま
り
ま
し
た
︒
日
本
は

日
本
の
魅
力
的
な
文
化
﹁
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
﹂
を
発
信
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
若
者
の
日
本
語
学
習
意
欲
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
︒ベ

ト
ナ
ム
と
日
本
と
の
初
め
て
の
教
育
協
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
︑

﹁
南
学
日
本
語
ク
ラ
ス
﹂
が
あ
り
ま
す
︒
南
学
と
い
う
の
は
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
ベ
ト
ナ
ム
に
設
立
さ
れ
た
﹁
南
洋
学
院
﹂︵
図
1
︶
の
略
で

す
︒
こ
の
南
洋
学
院
は
一
九
四
二
年
十
月
︑
日
本
の
外
務
省
の
管
轄
下

図 1. 当時の南洋学院（提供：Nam Học Nhật Ngữ　南学日本語クラス）
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の
南
洋
協
会
︵
一
九
一
五
︿
大
正
四
﹀
年
創
立
︶
の
運
営
に
よ
り
誕
生
し
︑

南
部
仏
印
の
商
都
サ
イ
ゴ
ン
に
学
舎
を
置
い
た
外
地
校
︵
高
等
専
門
学

校
︶
で
す
︒

﹁
南
学
﹂
は
︑
一
九
九
一
年
十
月
に
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
総
合
大
学
︵
現
：

同
市
人
文
社
会
科
学
大
学
︶
に
開
設
さ
れ
た
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
初
の
公
的
な

二
年
制
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
日
本
語
学
校
で
あ
り
︑
し
か
も
学
費
が
無
料

で
し
た
︒
設
立
お
よ
び
後
援
者
は
︑
旧
﹁
南
洋
学
院
﹂
の
Ｏ
Ｂ
達
で
す
︒

当
時
︑
南
部
の
各
大
学
に
は
正
規
の
日
本
語
講
座
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
︒
南
学
は
﹁
ベ
ト
ナ
ム
に
援
助
の
手
を
！
﹂
と
の
思
い
に
よ
り
︑

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
日
本
語
学
習
の
需
要
に
こ
た
え
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
︑
日
本
語
学
校
を
設
置
し
た
の
で
す
︵
現
在
は
︑
赤
門
会
日
本
語
学

校
の
後
援
者
に
よ
り
﹁
南
学
日
本
語
ク
ラ
ス
二
年
制
﹂︵
図
2
︶
と
し
て
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
︶︒

そ
の
他
︑
こ
れ
ま
で
日
本
の
様
々
な
財
団
な
ど
に
よ
る
文
化
交
流
事

業
及
び
日
本
語
教
育
・
日
本
研
究
へ
の
支
援
活
動
は
大
い
に
活
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
︒
国
際
交
流
基
金
︑
ト
ヨ
タ
財
団
︑
住
友
財
団
︑
日
越
人

図 2. 南学日本語クラス（提供：Nam Học Nhật Ngữ　南学日本語クラス）
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文
化
交
流
協
会
︑
う
つ
く
し
い
福
島
県
ベ
ト
ナ
ム
交
流
会
︑
Ｊ
Ａ
Ｌ

財
団
︑
博
報
財
団
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
す
︒
ま
た
日

本
の
各
大
学
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
日
本
語
や
日
本
研
究
に
対
し

て
︑
積
極
的
に
様
々
な
活
動
を
支
援
し
て
き
ま
し
た
︒

現
在
︑
両
国
の
友
好
協
力
関
係
を
反
映
し
︑
日
本
語
は
ベ
ト
ナ
ム

で
は
英
語
以
外
の
第
二
外
国
語
と
し
て
そ
の
地
位
を
確
立
し
て
い

ま
す
︒
日
本
語
学
習
者
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
お
り
︑
二
〇
一
二

年
度
の
国
際
交
流
基
金
の
調
査
で
は
ベ
ト
ナ
ム
で
の
日
本
語
学

習
者
数
四
万
七
千
人
弱
で
世
界
八
位
と
な
り
︑
二
〇
〇
九
年
の

四
万
四
二
七
二
人︵

2
︶と

比
べ
る
と
日
本
語
学
習
者
は
増
加
し
て
い
ま

す
︒
南
部
だ
け
で
も
二
万
人
に
上
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

こ
れ
ら
の
教
育
協
力
に
よ
り
︑
日
本
の
文
化
理
解
及
び
日
本
語
学

習
の
需
要
が
増
え
て
い
ま
す
︒
豊
か
な
伝
統
文
化
や
歴
史
を
持
つ
日

本
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
︑
今
後
さ
ら
に
重
要
と
な
っ
て

い
ま
す
︒

日
本
へ
の
留
学
者
数
も
増
加
し
て
い
ま
す
︒
日
本
学
生
支
援
機
構

図 4. カントー市カントー大学ジャパンデー 図 3. ホーチミン市校人文社会科学大学
日本学部「さつき祭り」
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︵
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
︶
が
二
〇
一
五
︵
平
成
二
十
七
︶
年
二
月
に
発
表
し
た
﹁
平
成
26
年
度
外
国
人
留
学
生
在
籍
状

況
調
査
結
果
﹂
に
よ
る
と
︑
二
〇
一
四
年
五
月
一
日
時
点
で
の
日
本
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
留
学
生
数
は

二
万
六
四
三
九
人
で
︑
前
年
の
一
万
二
六
四
〇
人
と
比
べ
て
お
よ
そ
九
一
・
六
％
増
加
し
ま
し
た︵

3
︶︒

ベ
ト
ナ
ム
国
内
で
は
都
市
部
だ
け
で
な
く
︑
日
本
と
の
貿
易
・
投
資
関
係
や
観
光
事
業
が
拡
大
し
て
い

る
地
方
で
も
︑
既
に
大
学
レ
ベ
ル
で
日
本
語
教
育
が
始
ま
っ
て
お
り
︑
日
本
と
の
交
流
強
化
に
も
積
極
的

で
︑
い
ろ
い
ろ
な
日
本
紹
介
事
業
を
計
画
・
開
催
す
る
例
も
増
え
て
い
ま
す
︵
図
3
・
4
︶︒
ま
た
︑
若
い

世
代
を
中
心
に
︑
日
本
の
漫
画
な
ど
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
紹
介
も
た
く
さ
ん
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒

︵
三
︶
日
越
文
化
交
流
の
活
発
化

近
年
︑
日
越
関
係
は
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
き
︑
官
レ
ベ
ル
で
益
々
緊
密
化
し
て
い
ま
す

が
︑
市
民
レ
ベ
ル
で
の
交
流
も
と
て
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒

都
市
部
だ
け
で
な
く
地
方
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
交
流
事
業
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
特
に

二
〇
一
三
年
は
︑
日
越
外
交
関
係
樹
立
四
〇
周
年
の
﹁
日
越
友
好
年
﹂
で
あ
っ
た
た
め
︑
日
本
と
ベ
ト
ナ

ム
の
両
国
に
お
い
て
約
二
五
〇
の
文
化
交
流
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た︵

4
︶︒

文
化
交
流
に
関
し
て
は
︑
多
種
多
様
な
日
本
の
文
化
・
芸
術
に
関
す
る
講
演
や
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
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て
い
ま
す
︒
青
少
年
層
に
対
し
て
は
︑﹁
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
﹂
と
称
さ
れ
る
現
代
日
本
文
化
︵
ア
ニ
メ
・

漫
画
︑
音
楽
︑
映
画
等
︶
の
発
信
を
通
じ
て
︑
対
日
イ
メ
ー
ジ
の
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
日
本

語
学
習
者
の
増
加
︑
渡
日
留
学
生
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

左
記
は
︑
二
〇
一
三
年
の
日
越
外
交
関
係
樹
立
四
〇
周
年
記
念
と
し
て
︑
南
部
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
を
中
心

と
し
て
行
わ
れ
た
文
化
事
業
の
一
例
で
す
︒

二
月　

国
酒
紹
介
事
業
︑
日
越
友
好
年
開
会
式

三
月　

FESTIVA
L O

F TO
U

C
H

︵
コ
ス
プ
レ
大
会
︑
漫
画
︑
ア
ニ
メ
等
︶︑
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
ア
ジ
ア

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︑
パ
ン
ト
マ
イ
ム
公
演

四
月　

海
援
隊
公
演
︑
日
本
の
食
の
P
R
展
﹁
お
い
し
い
ニ
ッ
ポ
ン
フ
ェ
ア
﹂︑﹁
伝
統
の
技
と
美
﹂
展

覧
会

五
月　

日
本
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
︑
日
本
留
学
フ
ェ
ア
︑
サ
ッ
カ
ー
を
通
じ
た
国
際
親
善
交
流
イ

ベ
ン
ト
︵
川
崎
フ
ロ
ン
タ
ー
レ
対
ビ
ン
ズ
オ
ン
F
C
︶

六
月　

杉
良
太
郎
特
別
大
使
主
催
﹁
ジ
ャ
パ
ン
デ
ー
～
食
と
芸
術
文
化
の
コ
ラ
ボ
～
﹂︵
和
食
︑コ
ン
サ
ー

ト
︑
手
妻
等
︶︑
辻
井
伸
行
ピ
ア
ノ
公
演
︑
日
越
サ
ッ
カ
ー
親
善
試
合

七
月　

巡
回
展
﹁
ウ
ィ
ン
タ
ー
ガ
ー
デ
ン
：
日
本
現
代
美
術
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
ポ
ッ
プ
的
想
像
力
の
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展
開
﹂︑
U
N
I
T  

A
S
I
A
ジ
ャ
ズ
公
演
︑
第
四
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
応
募
開
始

九
月　

ホ
ー
チ
ミ
ン
市
主
催
日
越
外
交
関
係
樹
立
四
〇
周
年
記
念
式
典

十
月　
﹁
ジ
ャ
パ
ン
デ
ー
２
０
１
３
﹂︵
日
本
語
学
生
グ
ル
ー
プ
の
ど
自
慢
大
会
︵
図
5
︶︑
ヨ
サ
コ
イ
踊
り
︑
日

本
武
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
︑日
本
食
屋
台
コ
ー
ナ
ー
︑日
本
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
絵
の
展
示
会
︑風
呂
敷
・
浴
衣
・

書
道
体
験
︑
茶
道
︑
さ
く
ら
ネ
イ
ル
︑
和
太
鼓
グ
ル
ー
プ
﹁
打
打
打
団
・
天
鼓
﹂
演
奏
等
︶︑
日
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

友
好
年
記
念
事
業
︑
日
越
協
力
関
係
に
お
け
る
人
材
育
成
及
び
教
育
の
課
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

十
一
月　

日
本
文
化
庁
主
催
日
本
映
画
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹁
新
風
よ
吹
け
！ 

日
本
映
画
と
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
２
０
１
３
﹂︑﹁
日
越
関
係
40
周
年
の
成
果
と
展
望
﹂
や

﹁
日
本
の
人
材
育
成
：
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
示
唆
﹂
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︑

﹁
鳥
羽
美
花
展　

残
さ
れ
た
風
景
︱forever in one’s soul

﹂︑

森
山
開
次
さ
ん
：
文
化
交
流
使
と
し
て
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
訪
問
︵
日

本
人
ダ
ン
サ
ー
・
振
付
師
の
森
山
開
次
さ
ん
が
︑
日
本
国
文
化
庁
の
〝
文

化
交
流
使
〟
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
出
演
︶

十
二
月　

訪
日
旅
行
促
進
イ
ベ
ン
ト
﹁
日
本
体
感
﹂︑
第
四
回
日

越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
結
果
発
表
式
︑
21
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

時
代
に
お
け
る
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
文
学
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︑

図 5.ジャパンデー日本語学生グループ
のど自慢大会（2013年）
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日
越
友
好
年
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
︵
天
皇
誕
生
日
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
︶

そ
の
他
︑
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
だ
け
で
は
な
く
︑
南
部
の
各
地
方
︑
日
本
・
日
本
語
教
育
の
部
門
を
有
す
る

大
学
︵
カ
ン
ト
ー
市
カ
ン
ト
ー
大
学
︑
ダ
ー
・
ラ
ッ
ト
大
学
︑
バ
リ
ア
・
ヴ
ン
タ
ウ
大
学
等
︶
で
も
日
本
関
連
事
業

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
︒

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
良
好
な
関
係
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
人
が
作
詩
し
た
俳
句
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
︒

Em
 m

uốn ước m
ơ rằng

N
hật B

ản và V
iệt N

am
 với nhau

H
òa bình vui vẻ hơn

︵N
guyễn Thị Thanh N

ga

作
︑ 
女
子
11
歳︵

5
︶︶

わ
た
し
の
望
み
／
平
和
で
楽
し
い
／
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム　
︵
Ｊ
Ａ
Ｌ
財
団
主
催
者
訳
︶
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二
　
俳
句
の
国
際
化

︵
一
︶
俳
句
国
際
化
の
状
況

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
俳
句
は
一
九
世
紀
か
ら
海
外
に
広
ま
り
始
め
ま
し
た
︒

﹁
一
六
世
紀
頃
か
ら
俳
諧
連
句
が
発
達
し
︑
特
に
一
七
世
紀
以
後
︑
松
尾
芭
蕉
︑
与
謝
蕪
村
︑
小
林

一
茶
と
優
れ
た
俳
人
が
生
ま
れ
︑
連
句
と
と
も
に
連
句
の
第
一
句
即
ち
発
句
が
発
達
し
た
︒︵
中
略
︶

日
本
の
俳
句
は
二
度
大
き
な
非
難
を
受
け
る
時
代
を
経
験
し
た
︒
一
つ
は
︑
二
五
〇
年
の
鎖
国
を
破

り
開
国
し
た
日
本
に
西
洋
文
明
が
急
速
に
流
入
し
た
明
治
時
代
︒
そ
の
時
︑
叙
景
詩
だ
か
ら
短
く
て

よ
い
︑
む
し
ろ
主
観
を
押
え
客
観
的
に
詠
う
と
こ
ろ
が
良
い
と
主
張
し
た
の
が
︑
子
規
で
あ
り
虚
子

で
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
し
か
し
そ
の
後
も
基
本
的
に
五
七
五
と
い
う
定
型
の
短
詩
で
あ
る
こ
と
と
︑
自

然
及
び
自
然
と
共
生
す
る
人
間
を
詠
う
と
い
う
俳
句
の
二
つ
の
大
き
な
理
由
に
よ
り
︑
き
わ
め
て
多

数
の
日
本
人
が
俳
句
を
作
り
続
け
て
い
る
︒
そ
の
作
り
易
さ
︑
意
味
の
読
み
採
り
易
さ
︑
記
憶
し
易

さ
に
依
っ
て
︑
日
本
人
の
み
な
ら
ず
世
界
中
に
俳
句
を
作
る
人
々
が
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
増
え
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て
き
た
︒﹂

︵
6
︶

俳
句
は
国
境
を
越
え
て
広
ま
り
︑
各
国
で
愛
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
中
に
文
化
や
伝
統
が
詠
み
込
ま
れ

た
日
本
独
特
の
短
い
詩
に
よ
り
︑
海
外
の
人
々
は
︑
い
っ
そ
う
日
本
に
対
す
る
理
解
を
深
め
︑
親
近
感
を

感
じ
る
の
で
す
︒

﹁
言
語
の
相
違
︑
風
土
︑
歴
史
︑
習
俗
等
の
相
違
等
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
個
々
の
人
間
に
さ
ら
に
そ
れ

ぞ
れ
の
固
有
の
感
覚
が
加
わ
る
の
だ
か
ら
︑
そ
こ
か
ら
共
通
項
を
引
き
出
す
の
は
︑
本
来
き
わ
め
て

困
難
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒︵
中
略
︶
そ
れ
に
は
︑
や
は
り
︑
日
本
人
の
ひ
と
り
よ
が
り
の

自
己
満
足
で
は
な
い
︑
外
国
人
た
ち
の
広
く
眺
め
た
俳
句
観
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
︒
言
い
か
え
る

な
ら
ば
︑
世
界
詩
の
な
か
の
俳
句
の
位
置
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
捉
え
る
こ
と
が
︑
必
要
に
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
︒﹂

︵
7
︶

ま
た
︑
各
国
々
で
俳
句
の
愛
好
家
た
ち
は
自
国
の
こ
と
ば
で
俳
句
を
詠
ん
で
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
か

ら
︑
俳
句
の
国
際
化
は
さ
ら
に
進
展
す
る
で
し
ょ
う
︒
今
日
で
は
︑
豊
か
な
深
い
世
界
観
を
持
つ
俳
句
は
︑

世
界
に
広
が
っ
て
い
ま
す
︒
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俳
句
は
今
や
﹁
世
界
俳
句
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
国
際
俳
句
交
流
協
会
に
よ
る
と
︑
海
外
で
は
︑﹁
二
〇

〇
四
年
に
は
︑
世
界
の
約
五
〇
カ
国
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
語
や
英
語
等
三
〇
近
く
の
言
語
を
用
い

て
俳
句
を
作
っ
て
お
り
︑
そ
の
数
も
優
に
百
万
人
を
超
え
る︵

8
︶﹂

と
い
う
こ
と
で
す
︒

﹁
俳
句
は
俳
諧
の
連
歌
の
こ
ろ
か
ら
ざ
っ
と
五
〇
〇
年
︑
芭
蕉
没
後
三
〇
〇
余
年
︑
子
規
没
後
一
〇 

〇
年
︑
戦
後
日
本
だ
け
で
な
く
︑
北
米
を
中
心
に
世
界
に
広
ま
り
始
め
て
五
〇
年
︑
そ
し
て
今
回
私

が
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
︑推
定
七
〇
カ
国
語
で
愛
好
さ
れ
る「
世
界
俳
句
﹂と
い
う
名
の
存
在
と
な
っ

て
約
一
〇
年
︱
―
と
い
う
風
に
時
間
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

　

世
界
の
俳
句
人
口
な
ど
は
国
連
の
統
計
に
も
な
い
し
︑
き
ち
っ
と
し
た
調
査
も
さ
れ
て
い
な
い
の

で
不
明
で
あ
り
︑「
俳
句
を
や
る
人
間
﹂
の
定
義
の
仕
方
に
よ
っ
て
大
幅
に
数
が
揺
れ
る
は
ず
で
す

か
ら
︑
正
確
な
こ
と
は
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
で
も
日
本
で
は
何
百
万
人
と
い
う

単
位
で
あ
る
の
に
対
し
︑
日
本
以
外
で
は
何
千
︑
多
く
て
何
万
人
と
い
う
規
模
で
し
ょ
う
︒﹂

︵
9
︶

歴
史
の
古
い
俳
句
が
︑
今
や
世
界
の
多
く
の
人
か
ら
楽
し
ま
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
︒
ま
た

俳
句
に
お
い
て
︑
何
が
一
番
大
事
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
言
葉
で
し
ょ
う
か
︒
季
語
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
と

も
季
節
感
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
い
は
表
現
の
簡
潔
さ
で
し
ょ
う
か
︒
そ
の
答
え
を
求
め
続
け
る
こ
と
で
︑
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俳
句
の
新
し
い
歴
史
が
切
り
拓
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

一
つ
の
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
︒
松
尾
芭
蕉
の
﹁
古
池
や
蛙
か
わ
ず

飛
び
込

む
水
の
音
﹂︵
一
六
八
六
年
︶ 

と
い
う
俳
句
は
︑
俳
句
に
親
し
む
世
界
の

人
た
ち
の
間
で
人
気
の
句
で
も
あ
り
ま
す
︒﹁
古
池
や
﹂
の
英
訳
は
な

ん
と
﹁
一
七
〇
以
上︵

10
︶﹂

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

The old pond;

A
 frog jum

ps in, —

The sound of the w
ater.

︵
Ｒ
・
Ｈ
・
ブ
ラ
イ
ス
訳
︑
一
九
四
九
年
︶
︵
11
︶

ま
た
︑
日
本
語
の
俳
句
は
一
行
で
書
か
れ
ま
す
が
︑
世
界
の
言
葉
で

翻
訳
さ
れ
る
時
に
は
︑
そ
れ
が
二
行
や
三
行
に
な
っ
た
り
し
ま
す
︒
例

え
ば
︑﹁
夏
草
や
兵
つ
わ
も
のど

も
が
夢
の
跡
﹂︵
松
尾
芭
蕉
︶
は
︑
英
語
に
翻
訳

さ
れ
る
と
三
行
に
な
り
ま
し
た
︵
図
6
︶︒

図 6.毛越寺での「夏草」英訳の句碑（岩手県・平泉町）
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The sum
m

er grass

‘Tis all that’s left

O
f ancient w

arriors’ dream
s.

︵
新
渡
戸
稲
造 

英
訳
︶

二
〇
一
四
年
に
外
務
省
か
ら
発
行
さ
れ
た
外
交
青
書
に
よ
れ
ば
︑﹁
小
学
校
の
国
語
の
授
業
で
俳
句
を

詠
ん
だ
こ
と
が
あ
る
方
は
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
︑
日
本
の
俳
句
が
︑
今
で
は
〝
Ｈ
ａ
ｉ
ｋ

図 7.山寺芭蕉記念館（山形市・山寺）
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ｕ
〟
と
し
て
世
界
約
七
〇
カ
国
に
広
ま
り
︑
各
々
の
国
の
言
語
で
親
し
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か︵

12
︶﹂

と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒

海
外
だ
け
で
は
な
く
︑日
本
国
内
で
も
俳
句
の
国
際
化
が
見
ら
れ
ま
す
︒

例
え
ば
︑山
寺
芭
蕉
記
念
館
︵
図
7
︶
英
語
俳
句
大
会
︑秋
田
国
際
俳
句
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
︑
国
際
俳
句
交
流
協
会
︑
世
界
俳
句
協
会
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
短
歌
・

俳
句
大
会
な
ど
︑
外
国
人
が
入
会
可
能
な
日
本
語
句
会
が
︑
国
際
的
な
俳

句
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
ま
す
︒

例
え
ば
︑
二
〇
一
六
︵
平
成
二
十
八
︶
年
一
月
二
十
四
日
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ホ
ー

ル
︵
東
京
渋
谷
︶
で
は
﹁
平
成
27
年
度
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
短
歌
・
俳
句
大
会
﹂︵
図

8
︶
が
開
か
れ
ま
し
た
︒
一
般
の
部
の
四
万
二
五
〇
四
句
の
中
に
︑
イ
ギ

リ
ス
︑
タ
イ
︑
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ス
ペ
イ
ン
︑
台
湾
︑
韓
国
か
ら
応

募
さ
れ
た
作
品
が
あ
り
ま
し
た
︒

も
う
一
つ
の
例
と
し
て
は
︑
第
7
回
山
寺
芭
蕉
記
念
館
英
語
俳
句
大
会

で
は
︑
外
国
人
の
応
募
は
一
〇
七
名
二
〇
六
句
も
あ
り
ま
し
た
︒﹁
外
国

人
作
品
は
上
質
の
も
の
が
多
い
︒
俳
句
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
分
か
っ

て
い
る
と
の
印
象︵

13
︶﹂

と
い
う
講
評
も
あ
り
ま
し
た
︒
外
国
人
の
部
優
秀
賞

図 8. NHK全国短歌・俳句大会 2016年
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二
名
の
中
の
︑
一
人
の
句
は
こ
の
よ
う
な
句
で
す
︒

countryside by night —

fireflies sending to the stars

m
issives in M

orse code

︵M
inh – Triêt Pham

 ︵France

︶
作
︑
万
里
小
路
譲
訳
︶
︵
14
︶

モ
ー
ル
ス
で
／
蛍
が
送
る
／
星
へ
の
信
書

こ
の
方
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
応
募
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
名
前
が
﹁Pham

﹂
と
あ
り
ま
す
の
で
︑
き
っ
と

ベ
ト
ナ
ム
人
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

︵
二
︶
ベ
ト
ナ
ム
へ
俳
句
が
広
ま
っ
た
背
景

日
本
は
︑
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
輸
出
し
て
い
ま
す
︒
大
衆
文
化
で
あ
る
漫
画
や
ア
ニ
メ
だ
け
で

は
な
く
︑
今
で
は
︑
世
界
中
の
人
々
が
日
本
で
生
ま
れ
た
俳
句
を
積
極
的
に
研
究
し
た
り
︑
俳
句
を
作
っ

た
り
し
て
い
ま
す
︒
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そ
う
し
た
な
か
︑
日
本
の
伝
統
的
な
短
詩
で
あ
る
﹁
俳
句
﹂
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も
十
年
ほ
ど
前
か
ら

詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
近
年
で
は
︑
俳
句
愛
好
家
が
急
増
し
て
い
ま
す
︒
個
人
の
俳
句
集
が
出
版
さ
れ

た
り
︑
各
都
市
や
大
学
で
俳
句
ク
ラ
ブ
が
設
立
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
︒

俳
句
は
ベ
ト
ナ
ム
語
で
ど
の
よ
う
な
形
式
で
読
ま
れ
る
の
か
︑
ベ
ト
ナ
ム
人
は
日
本
の
俳
句
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
︑
そ
し
て
︑
内
容
は
ど
ん
な
も
の
が
詠
ま
れ
る
の
か
︑
日
本
の
俳
句
と
は
何
か

違
い
が
あ
る
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

一
九
八
六
年
に
採
択
さ
れ
た
ド
イ
モ
イ
︵
革
新
︶
政
策
実
施
後
︑
二
〇
〇
〇
年
に
は
俳
句
が
高
校
の
教

科
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
︒
教
科
書
で
は
︑
芭
蕉
の
俳
句
を
通
し
て
︑
季
語
の
特
徴
及
び
俳
句
の

美
意
識
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
︒

閑し
ず
かさ

や
岩
に
し
み
入
る
蟬
の
声

V
ắng lặng u trầm

thấm
 sâu vào đá

tiếng ve ngâm
.

︵
高
校
一
年
生
言
語
文
学
教
科
書
︶
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こ
の
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
で
は
︑
三
行
で
繰
り
返
す
﹁ầm

＝
ア
ム
﹂
の
音
節
を
配
し
︑
内
容
と
形
式
を
簡

潔
に
表
現
し
ま
し
た
︒
ベ
ト
ナ
ム
語
の
俳
句
に
は
︑
音
楽
の
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
あ
る
︑
と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
︒

一
九
九
〇
年
か
ら
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
俳
句
書
籍
も
出
版
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
︒
俳
句
に
魅
せ
ら
れ
た
ベ

ト
ナ
ム
人
の
文
学
研
究
者
が
︑
個
人
的
に
書
籍
を
翻
訳
・
出
版
し
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
︒

し
か
し
︑
こ
の
時
代
は
︑
俳
句
は
一
般
の
人
々
の
関
心
を
つ
か
む
ま
で
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
当

時
ベ
ト
ナ
ム
で
は
︑
日
本
の
俳
句
に
関
し
て
は
︑
芭
蕉
の
俳
句
を
通
し
て
紹
介
さ
れ
︑
ま
た
︑
禅
の
思
想

と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
で
出
版
さ
れ
た
俳
句
に
関
す
る
本
の
中
で
︑
唯
一
日
本
語
か
ら
訳
さ
れ
た
の
が
﹃
松
尾
芭
蕉

と
奥
の
細
道
﹄︵
佐
藤
勝
明
著
︑
ヴ
ィ
ン
・
シ
ン
訳
︑
文
芸
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶
で
す
︒
本
書
の
俳
句
を
ベ
ト

ナ
ム
語
に
訳
す
と
き
の
特
徴
は
︑
三
行
詩
の
形
の
他
︑
ベ
ト
ナ
ム
詩
の
独
特
の
形
式
で
あ
る
﹁
ル
ク
・
バ
ッ

ト
﹂︵
六
・
八
の
詩
形
︶
の
二
行
詩
の
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
︒

例
え
ば
︑芭
蕉
の
﹁
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
﹂
は
︑こ
の
﹁
六
・
八
体
﹂
の
二
行
で
訳
さ
れ
ま
し
た
︒

A
o xưa bóng rũ trưa hè, 

N
hái khua nước động, bốn bề tịch liêu!
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こ
の
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
は
︑﹁
夏
の
午
後
の
騒
が
し
い
蛙
の
声
や
そ
の
周
り
の
静
け
さ
﹂
を
鮮
明
に
描
写

し
て
い
ま
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
民
衆
の
間
で
詠
ま
れ
た
詩
歌
は
カ
ー
ザ
オ
︵
民
謡
︶
と
呼
ば
れ
︑
詩
と
音
楽
が
結
び
つ
い
た

も
の
で
す
︒
ベ
ト
ナ
ム
独
自
の
文
体
を
持
つ
伝
統
的
芸
術
と
言
え
ま
す
︒
暮
ら
し
の
中
の
気
持
ち
や
感
情

を
表
現
し
た
抒
情
詩
で
す
︒
童
謡
や
子
守
唄
︑
若
い
男
女
に
声
を
掛
け
合
う
恋
の
や
り
取
り
な
ど
が
あ
り

ま
す
︒

右
の
句
は
︑
一
行
目
の
六
言
﹁
へ
ー
﹂
と
二
行
目
の
八
言
﹁
ベ
ー
﹂
が
同
一
の
母
音
︵
エ
︶
と
な
っ
て

い
て
︑
韻
を
踏
ん
で
い
ま
す
︒
日
本
語
に
は
﹁
五
・
七
﹂
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
の
に
対
し
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
に

は
昔
か
ら
こ
の
﹁
六
・
八
体
﹂
と
い
う
独
特
な
詩
形
が
あ
り
ま
す
︒﹁
六
言
﹂
の
句
と
﹁
八
言
﹂
の
句
が
韻

を
踏
み
な
が
ら
交
互
に
交
代
し
て
い
く
形
式
を
も
ち
︑
複
雑
な
韻
を
踏
み
な
が
ら
メ
ロ
デ
ィ
を
紡
ぎ
だ
し

て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

こ
の
翻
訳
で
は
︑
俳
句
が
も
つ
﹁
短
い
詩
﹂
の
感
覚
を
表
現
し
き
れ
て
い
な
い
し
︑
俳
句
の
簡
潔
的
効

果
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
こ
れ
は
俳
句
で
は
な
い
﹂
と
の
厳
し
い
指
摘
も
あ
り
ま
す
︒

し
か
し
︑ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
が
親
し
ん
だ
伝
統
的
な
構
成
と
韻
律
を
尊
重
し
た
形
で
︑ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ

て
新
し
い
詩
で
あ
る
﹁
俳
句
﹂
を
楽
し
む
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
は
︑
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
︒
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︵
三
︶
二
〇
〇
七
年
、
初
の
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
開
催

二
〇
〇
七
年
七
月
に
︑
在
ホ
ー
チ
ミ
ン
日
本
国
総
領
事
館
︵
以
下
︑
日
本
国
総
領
事
館
︶
は
﹁
ト
ゥ
オ
イ
・

チ
ェ
ー
︵
若
者
︶﹂
紙
と
の
共
催
で
﹁
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
を
開
催
し
ま
し
た
︵
図
9
～
11
︶︒
こ
の
コ

ン
テ
ス
ト
は
︑﹁
皆
さ
ん
の
思
い
を
俳
句
の
形
で
表
現
す
る
こ
と
で
︑
俳
句
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
︒

そ
し
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
新
し
い
形
の
俳
句
を
詠
ん
で
も
ら
い
︑
日
越
両
国
民
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る

図 10.第 4回日越俳句コンテスト応募条件（16）

図 11.第 1回日越俳句コンテスト結果発表式

図 9.日越俳句コンテストのロゴ（15）
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こ
と
﹂
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
︒

こ
れ
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
で
す
︒
こ
の
初
め
て
の
日
越
俳
句
コ
ン

テ
ス
ト
で
は
︑
五
七
五
と
い
う
珍
し
く
て
作
り
や
す
い
詩
と
い
う
こ
と
が
受
け
た
た
め
か
︑
た
く
さ
ん
の

人
た
ち
が
楽
し
ん
で
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
し
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
俳
句
の
季
語
や
季
節
感
︑
簡
潔
的
表
現

等
の
知
識
は
︑
ま
だ
深
く
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒

三
ヵ
月
の
応
募
期
間
の
中
で
︑
ベ
ト
ナ
ム
全
国
の
各
地
方
か
ら
︑
予
想
以
上
の
四
百
人
か
ら
︑
約
四
千

句
も
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
︒

ま
た
︑
応
募
者
は
自
分
の
俳
句
作
品
を
応
募
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
初
の
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
や
俳
句
に

対
す
る
良
い
感
想
も
寄
せ
ま
し
た
︒﹁
短
い
詩
の
た
め
︑
作
詞
し
や
す
い
で
す
︒
文
字
は
少
な
い
が
︑
そ
の

表
す
意
味
が
深
く
て
面
白
い
詩
の
一
種
で
す
﹂︑﹁
確
か
に
︑
あ
ま
り
大
げ
さ
に
表
現
し
な
い
が
︑
そ
こ
が
魅

力
的
︒
ま
さ
に
日
本
の
文
化
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
り
ま
す
﹂
等
の
た
く
さ
ん
の
感
想
が
あ
り
ま
し
た
︒

第
一
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
第
一
位
作
品

︽
日
本
語
部
門
︾

春
巡
り
過
ぎ
し
日
想
う
窓
の
外

︵
チ
ャ
ン
・
ホ
ン
・
ト
ゥ
ッ
ク
・
チ
ャ
ン
作
︶
︵
17
︶
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ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
︑
日
本
語
は
世
界
で
一
番
難
し
い
言
語
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑

俳
句
が
こ
ん
な
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
︑
特
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
な
ら
︑
俳
句

だ
け
で
な
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
伝
統
文
化
や
現
代
文
化
が
︑
ど
ん
ど
ん
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
状
態
に
あ
る
か
ら
で
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
︑
特
に
南
部
に
は
︑
日
本
と
は
違
っ
て
乾
季
と
雨
季
し
か
あ
り

ま
せ
ん
︒
ま
た
︑
農
業
国
な
の
で
︑
生
活
習
慣
上
︑﹁
雨
﹂
を
題
材
に
し
た

俳
句
が
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
人
が
積
極
的
に
俳
句
を
受
け
入
れ
て
い
る
状
況
が
把
握
さ
れ
て

き
た
の
で
︑
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
は
︑
二
年
ご
と
に
定
期
的
に
開
催
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
昨
年
︑
二
〇
一
五
年
に
は
第
五
回
目
の
コ
ン
テ
ス

ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
一
人
に
つ
き
一
作
品
の
み
応
募
可
能
と

さ
れ
ま
し
た
︵
第
一
回
は
少
な
く
て
も
五
作
品
︑
第
二
回
か
ら
四
回
ま
で
は
︑
一
人

に
つ
き
三
作
品
ま
で
応
募
で
き
ま
し
た
︶︒

こ
れ
ま
で
の
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
﹁
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
へ
の
応

募
者
状
況
は
表
1
の
通
り
で
す
︒

コ
ン
テ
ス
ト
の
実
施
後
︑
俳
句
冊
子
を
作
成
し
︑
応
募
者
に
配
布
し
て
い

表１. 日越俳句コンテストの応募者数・句数

開催年 応募者数 ベトナム語部門 日本語部門
2007 300 4,000
2009 370 988 59
2011 680 1,675 110
2013 753 1,837 204
2015 700 700 募集なし
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ま
す
︵
図
12
︶︒

ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
初
の
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催
を
通
じ

て
感
じ
た
の
は
︑﹁
俳
句
の
文
化
は
確
実
に
ベ
ト
ナ
ム
に
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す︵

18
︶﹂

と
い
う
こ
と
で
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
︑
俳
句
の
魅
力
は
そ
の
短
さ
に
よ
っ
て
︑

簡
潔
な
表
現
で
奥
深
い
意
味
を
伝
え
ら
れ
る
詩
形
に
あ
り
ま
す
︒
そ

し
て
︑
そ
の
短
さ
の
た
め
に
︑
だ
れ
に
と
っ
て
も
︑
と
っ
つ
き
や
す

く
︑
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
加
え
て
︑
俳
句
の
難
解
な
思

考
︑
沈
黙
︑
空
虚
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
人
を
魅
了
し
て
い
ま
す
︒

俳
句
の
魅
力
に
共
感
し
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
人
は
ベ
ト
ナ
ム
全

国
で
増
え
て
い
る
の
で
す
︒
二
〇
〇
七
年
に
は
ホ
ー
チ
ミ
ン
で
︑

二
〇
〇
九
年
に
は
ハ
ノ
イ
で
︑
二
〇
一
五
年
に
は
中
南
部
の
ニ
ャ

チ
ャ
ン
で
︑
次
々
に
俳
句
ク
ラ
ブ
が
発
足
し
ま
し
た
︒

ベ
ト
ナ
ム
全
国
で
︑句
会
の
催
し
︑個
人
俳
句
集
の
出
版
︵
図
13
︶︑

俳
句
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
な
ど
が
相
次
い
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
︒
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
の
応
募
者
や
受
賞
者
に
は
︑
俳
句
ク
ラ

図 13. ベトナム語俳句集 図 12. 日越俳句コンテストの冊子
（2007～ 2015年）
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ブ
の
会
員
が
多
く
い
ま
す
︒

俳
句
は
︑
短
く
て
ク
リ
ア
に
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
︑
そ
し
て
自
然
と
深
い
関
係

が
あ
る
と
い
う
点
︑
こ
れ
が
や
は
り
︑
世
界
的
に
俳
句
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
一
番
大

き
な
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒し
か
し
逆
に
︑﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
も
た
ら
す
異
文
化
の
詩
情
は
︑

日
本
の
俳
句
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
影
響
を
与
え
︑
俳
句
の
世
界
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
い

ま
す
﹂︒

︵
19
︶

三
　
ベ
ト
ナ
ム
の
俳
句
観

ベ
ト
ナ
ム
語
の
俳
句
に
つ
い
て
話
す
前
に
︑
ま
ず
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
︒

︵
一
︶
ベ
ト
ナ
ム
語
の
発
音

ベ
ト
ナ
ム
語
は
日
本
語
と
同
様
に
中
国
語
と
漢
字
文
化
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
︒
中
国
語
の
影

響
は
︑
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
単
語
が
漢
字
語
で
あ
り
︑
声
調
言
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
す
︒
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し
た
が
っ
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
と
日
本

語
の
単
語
に
は
似
て
い
る
発
音
︵
表

2
︶
が
多
い
の
で
す
︒

そ
し
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
に
は
単
母

音
が
十
一
︵a ăâ i uư eê oôơ

︶
あ

り
ま
す
︒
二
重
母
音
︑
三
重
母
音
も

あ
り
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
ベ
ト
ナ
ム
語

の
字
母
は
六
つ
の
声
調
を
表
記
し
ま

す
︒
ま
た
︑
一
語
が
一
音
節
し
か
な

く
︑
発
音
が
正
し
く
な
い
と
全
く
通
じ
ま
せ
ん
︒
ベ
ト
ナ
ム
の
声
調

数
と
種
類
は
図
14
の
と
お
り
で
す
︒

︵
二
︶
ベ
ト
ナ
ム
語
の
俳
句
形
式

日
本
独
自
の
俳
句
が
︑
い
ま
や
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
﹁
Ｈ
ａ
ｉ
ｋ
ｕ
﹂
と
し
て
︑

十
七
音
の
短
詩
形
︵
定
型
詩
︶
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
日
本
語
で
直
接
︑
俳
句
を
理
解
し
︑ 図 14. ベトナム語の声調

日本語 ベトナム語（発音）
団 結 đoàn kết（ダンケツ）
留 意 lưu ý（ルウイー）
同 意 đồng ý（ドンイー） 
大 路 đại lộ（ダイロ）
感 動 cảm động（カムドン）
注 意 chú ý（チューイー）

表 2. 似ている発音の単語
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親
し
ん
で
い
る
ベ
ト
ナ
ム
人
が
多
数
お
ら
れ
ま
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
で
流
行
っ
て
い
る
俳
句
に
対
し
ベ
ト
ナ
ム
人
は
︑日
本
の
俳
句
は
﹁bình cũ rượu m

ới

﹂︵
瓶

は
古
い
︑
酒
は
新
し
い
︶
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
ま
で
使
っ
た
瓶
︵
俳
句
︶
に
ベ

ト
ナ
ム
語
︵
酒
︶
の
新
し
い
味
を
楽
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ま
た
︑
逆
も
言
え
ま
す
︒
ベ
ト
ナ
ム
の

伝
統
詩
︵
瓶
︶
に
日
本
の
俳
句
︵
新
し
い
酒
︶︑
こ
の
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
味
は
︑
と
て
も
魅
力
的
で
す
︒

﹁
俳
句
と
い
う
形
式
︑
五
七
五
の
リ
ズ
ム
︑
そ
れ
か
ら
季
語
︑
あ
る
い
は
切
れ
字
と
い
っ
た
ル
ー
ル

と
い
い
ま
す
か
︑
仕
組
み
と
い
い
ま
す
か
︑
そ
れ
自
体
が
人
々
に
俳
句
を
と
っ
つ
き
に
く
い
も
の
に

と
い
う
よ
り
は
︑
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
︑
一
種
の
遊
び
︑
ゲ
ー
ム
性
も
あ
っ
て
︑
俳

句
と
い
う
も
の
を
作
り
手
も
読
む
側
も
と
っ
つ
き
や
す
い
と
い
う
か
︑
な
じ
み
や
す
い
︑
開
か
れ
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒﹂

︵
20
︶

こ
れ
ま
で
︑
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
の
ベ
ト
ナ
ム
語
部
門
の
応
募
条
件
は
﹁
五
七
五
字
﹂
以
内
︑
ま
た

は
そ
れ
を
超
え
な
い
形
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
日
本
語
の
俳
句
の
よ
う
に
十
七
音
を
使
う

と
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
は
情
報
が
過
剰
に
な
り
が
ち
で
︑
俳
句
の
﹁
短
さ
﹂
の
効
果
が
薄
く
な
る
と
思
わ
れ

ま
し
た
︒
そ
こ
で
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
の
俳
句
で
は
﹁
三
行
で
書
き
表
し
︑
各
行
の
文
字
数
︵
語
数
︶
は
そ
れ
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ぞ
れ
五
・
七
・
五
文
字
︵
語
︶
を
超
え
な
い
﹂
こ
と
と
定
義
さ
れ
ま
し
た
︒
俳
句
は
短
詩
だ
と
意
識
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
︑
必
ず
使
用
す
る
単
語
数
は
少
な
く
な
る
方
向
で
進
め
ら
れ
ま
す
︒

つ
ま
り
︑
日
本
の
五
七
五
音
に
対
し
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
俳
句
に
お
け
る
文
字
の
数
え
方
は
︑
音
節
で
は
な

く
︑
語
数
で
数
え
ま
す
︒
そ
し
て
︑
ベ
ト
ナ
ム
俳
句
と
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
三
行
︑
各
行
五
七
五
文
字
以

内
の
俳
句
で
︑
日
本
の
俳
句
と
は
規
則
を
変
え
て
︑
全
国
的
に
流
行
っ
て
い
ま
す
︒

C
on cá thở

B
ọt bong bóng vỡ

M
ưa phùn

︵
グ
エ
ン
・
テ
ー
・
ト
ォ
ー
作
︑
第
一
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
第
二
位 

︶
︵
21
︶

魚
の
呼
吸
／
泡
は
壊
れ
て
／
小
雨
降
る

こ
の
句
は
︑
語
数
は
三･

四･

二
字
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
農
業
生
活
の
﹁
生
き
生
き
﹂
と
し
た
姿
を

表
す
に
は
十
分
で
す
︒
ま
た
︑
一
行
目
の
語
尾
﹁
ト
ー
﹂
と
二
行
目
の
語
尾
﹁
ヴ
ォ
ー
﹂
が
同
一
の
母
音

︵
オ
︶
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
小
雨
﹂
と
い
う
季
節
感
で
終
わ
ら
せ
る
綺
麗
な
リ
ズ
ム
の
句
と
言
え
ま
す
︒
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﹁
俳
句
は
心
に
響
い
て
く
る
も
の
︑
心
の
動
か
さ
れ
る
も
の
︑
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
感
動
を
言
葉
に

置
き
換
え
た
も
の
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
︒
そ
の
感
動
が
︑
音
符
で
表
現
さ
れ
れ
ば
音
楽
に
な
る

し
︑
絵
具
で
表
現
さ
れ
れ
ば
絵
画
に
な
り
︑
言
葉
で
表
現
さ
れ
れ
ば
詩
な
ど
の
文
学
に
な
り
ま
す
︒

こ
れ
が
日
本
語
で
は
十
七
音
と
い
う
一
つ
の
韻
律
の
中
に
上
手
く
盛
り
込
ま
れ
た
と
き
︑
俳
句
に
な

る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
俳
句
と
い
う
詩
は
︑
写
生
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
平
明
な
事
柄
を
平
明
に

表
現
し
︑
な
お
か
つ
詩
情
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑
俳
句
が
世
界
で
人
気
を
得
て
い
る
第

一
の
要
因
で
す
︒﹂

︵
22
︶

俳
句
と
い
う
の
は
︑
文
字
に
な
っ
て
い
る
部
分
以
外
の
余
白
に
作
者
の
思
い
や
思
想
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
︒
生
け
花
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
︒
日
本
の
生
け
花
は
︑
花
で
空
間
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
な
こ

と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
︒

﹁
芭
蕉
の
発
句
も
︑
現
代
で
は
そ
ん
な
開
放
的
な
俳
句
と
し
て
人
々
に
愛
唱
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
︒︵
中
略
︶
要
す
る
に
読
者
が
好
き
勝
手
に
鑑
賞
で
き
る
と
い
う
こ
と
︒
も
ち
ろ
ん
︑
好
き
勝
手
に

読
め
る
だ
け
の
合
意
︵
表
現
の
豊
か
さ
︶
が
具
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
は
︑
読
者
は
読
も
う
と
し
て
く

れ
な
い
︒﹂

︵
23
︶
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日
本
語
の
俳
句
は
五
七
五
の
形
式
で
す
の
で
︑
そ
の
ま
ま
︑
五
七
五

の
イ
メ
ー
ジ
が
好
き
な
人
も
多
い
の
で
す
︒
し
か
し
︑
俳
句
は
す
で

に
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
︒

十
七
音
節
の
数
や
行
数
に
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
俳
句
の

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
︒
第
四
回
日
越
俳
句

コ
ン
テ
ス
ト
の
ベ
ト
ナ
ム
語
部
門
俳
句
︵
全
一
八
七
三
句
︶
か
ら
統
計
を

と
っ
て
み
る
と
︵
表
3
︶︑
五
七
五
の
形
式
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒

﹁
外
国
人
の
俳
句
観
は
自
分
勝
手
で
︑
こ
れ
が
自
分
の
俳
句
だ
と
い
う
の
が
一
人
一
人
違
う
わ
け
で

す
ね
︒
長
さ
は
こ
の
く
ら
い
と
か
︑
リ
ズ
ム
は
こ
う
だ
と
か
︑
自
分
の
も
の
が
あ
る
よ
う
な
ん
で
す

ね
︒
外
国
人
の
俳
句
っ
て
い
っ
て
も
︑
個
人
差
が
あ
っ
て
︑
各
国
の
流
れ
っ
て
い
っ
て
も
︑
そ
ん
な

に
大
き
な
指
針
と
か
方
針
が
な
く
て
︑
今
は
バ
ラ
バ
ラ
で
や
っ
て
い
る
状
況
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う

ん
で
す
け
れ
ど
も
︒
か
な
り
盛
ん
に
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
︑
芭
蕉
の
俳
句
は
確
か
に
英
語

の
翻
訳
で
も
百
以
上
あ
る
し
︑
ア
メ
リ
カ
の
教
科
書
に
も
出
て
く
る
し
︑
普
及
率
は
︑
世
界
の
地
域

的
に
は
割
り
と
限
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
︑
そ
う
い
う
傾
向
は
あ
る
と
思
い
ま
す
︒﹂︵

24
︶

表 3. ベトナム語の俳句形式
の割合

形 式 ％
五七五 10.95

四四四 4.35

二四四 4.15

三四四 4.35

二三四 3.59
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俳
句
国
際
化
時
代
の
中
に
︑﹁
時
代
に
は
時
代
の
歌
が
あ
る
︒︵
中
略
︶
芭
蕉
以
来
の
三
百
年
の
俳
句
が

ま
す
ま
す
お
め
で
た
い
と
い
う
感
じ
は
と
て
も
私
は
し
な
い
の
で
︒そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
得
た
あ
と
で
︑

多
分
言
葉
で
あ
れ
ば
︑
口
語
化
す
る
と
か
︑
定
型
が
少
し
ル
ー
ズ
な
格
好
で
認
め
ら
れ
て
い
く
と
か
︑
新

し
い
俳
句
へ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
く
の
か︵

25
︶﹂

な
ど
と
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
︒

︵
三
︶
季
節
感

二
〇
〇
七
年
に
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
が
開
催
さ
れ
て
以
来
︑
ベ
ト
ナ
ム
で
は
俳
句
が
だ
ん
だ
ん
市
民

の
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
︑
現
在
で
は
相
当
浸
透
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
︒
ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ

て
︑
俳
句
の
魅
力
は
短
い
文
で
様
々
な
こ
と
を
表
す
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
簡
潔
な
表
現
で
奥
深
い
意
味
を
伝

え
ら
れ
ま
す
︒
そ
の
短
さ
の
た
め
に
︑
一
般
市
民
に
と
っ
て
と
っ
つ
き
や
す
く
︑
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
ま
た
︑
俳
句
の
意
味
を
理
解
す
る
と
き
の
難
し
さ
も
人
々
を
魅
了
す
る
要

因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

俳
句
に
は
﹁
有
季
定
型
︵
季
語
が
あ
り
︑
五
七
五
︶﹂
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
日
本
人
が

古
来
︑
四
季
の
移
ろ
い
に
心
を
寄
せ
︑
自
然
を
愛
で
︑
型
を
尊
重
し
て
生
き
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
︑
俳

句
に
限
ら
ず
︑
日
本
の
伝
統
文
化
に
共
通
し
ま
す
︒
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日
本
の
俳
句
に
は
︑
季
語
を
重
視
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒
季
語
は
短
い
俳
句
の
詩

に
︑
奥
深
い
意
味
を
生
む
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
た
め
俳
句
は
︑
自
然
と
の
共
感
を
詠

む
詩
︑
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
︒
一
方
︑
ベ
ト
ナ
ム
は
南
北
に
長
い
国
土
を
持
つ
た
め
︑
北
部
・
中

部
・
南
部
で
差
が
あ
り
ま
す
︒　

特
に
︑
南
部
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
は
常
夏
で
︑
五
月
～
十
月
が
雨
季
に
︑
十
一
月
～
三
月
が
乾
季
に
あ
た

る
と
い
う
二
つ
の
季
節
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
気
候
に
よ
っ
て
四
季
が
あ
る
日
本
と
は
季
節
感
が
異
な
っ
て

い
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
日
本
の
季
語
の
概
念
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
ま

せ
ん
︒

M
ưa tạnh

Ếch nhái ênh oang

Đ
ồng làng trăng ướt

︵
グ
エ
ン
・
カ
ッ
ク
・
キ
ン
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
入
選
︶
︵
26
︶

雨
止
み
て
／
蛙
の
声
と
／
濡
れ
る
月

ま
た
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
俳
句
も
天
変
地
異
の
な
か
で
詠
ま
れ
ま
す
︒
浸
水
︑
洪
水
︑
干
ば
つ
等
は
俳
句
に
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も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
︒

N
ước đè

ngói nâu ngụp lặn

cây dang tay đón người

︵
チ
ャ
ン
・
テ
ィ
・
フ
ェ
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
奨
励
賞
︶
︵
27
︶

水
溢
れ
／
タ
イ
ル
浸
漬
／
木
が
迎
え

Lũ về

Q
ue diêm

 bật lên

C
ăn phòng trống

︵
ダ
ン
・
テ
ィ
・
タ
イ
ン
・
リ
エ
ウ
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
奨
励
賞
︶︵

28
︶

洪
水
で
／
マ
ッ
チ
棒
灯
す
／
空
き
部
屋
で

N
ắng hạn

C
hú kiến thả giọt nước
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H
oa dại nở thầm

︵
グ
エ
ン
・
タ
イ
ン
・
ガ
ー
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
奨
励
賞
︶
︵
29
︶

干
ば
つ
に
／
蟻
の
水
滴
／
花
開
く

ベ
ト
ナ
ム
全
国
共
通
の
季
語
の
存
在
も
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
ベ
ト
ナ
ム

人
の
俳
句
愛
好
家
は
積
極
的
に
俳
句
を
作
っ
て
い
ま
す
が
︑俳
句
の
季
語
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
︒

句
に
入
っ
て
い
て
も
︑
た
ま
た
ま
︑
偶
然
な
も
の
と
言
え
ま
す
︒

し
か
し
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
俳
句
は
︑
魚
︑
蛙
︑
露
一
滴
な
ど
︑
私
た
ち
が
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
小
さ
な

世
界
を
描
く
点
で
魅
力
的
で
す
︒

M
ộ bên đường

C
ơn m

ưa phùn ướt

Sân khấu dế non

︵
チ
ャ
ン
・
ズ
イ
・
ク
オ
ン
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
第
一
位
︶
︵
30
︶

沿
道
の
墓
／
霧
雨
の
降
る
／
コ
オ
ロ
ギ
の
ス
テ
ー
ジ
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こ
の
句
の
魅
力
は
﹁
涼
し
い
春
の
雨
の
中
︑
コ
オ
ロ
ギ
が
歌
っ
て
い
ま
す
︒
生
と
死
︑
草
と
雨
︑
無
常

と
永
久
の
狭
間
で
楽
し
げ
に
歌
い
︑
ひ
っ
そ
り
と
お
墓
を
自
分
の
生
涯
の
ス
テ
ー
ジ
と
し
ま
す
︒
変
わ
っ

た
詩
情
で
あ
り
︑
知
ら
な
い
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
︑
実
は
我
々
の
気
づ
か
ぬ
う
ち

に
周
辺
で
起
こ
っ
て
い
る
も
の︵

31
︶﹂

と
評
価
さ
れ
ま
し
た
︒

そ
し
て
︑
素
朴
で
時
に
は
気
づ
か
ぬ
周
辺
の
美
し
い
も
の
を
見
つ
け
出
し
︑
そ
れ
に
社
会
問
題
も
入
れ

込
ん
で
俳
句
を
詠
み
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
︑
新
月
の
夜
に
鳴
く
に
わ
と
り
の
声
が
響
い
て
人
を

悩
ま
せ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
句
で
す
︒

Trăng non

N
ửa đêm

 gà gáy

Lòng người nôn nao

︵
デ
ィ
ン
・
テ
ィ
・
ト
ゥ
イ
・
ズ
オ
ン
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
奨
励
賞
︶
︵
32
︶

新
月
の
／
に
わ
と
り
の
声
／
悩
ま
し
き

﹁
五
七
五
の
言
葉
が
読
み
手
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
の
か
︒
極
小
の
詩
型
を
生
か
す

た
め
に
︑
作
者
の
側
で
は
省
略
が
行
わ
れ
︑
読
者
の
側
は
想
像
力
が
大
き
く
乖
離
す
る
こ
と
も
少
な
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く
な
い
︒﹂

︵
33
︶

さ
ら
に
︑
ベ
ト
ナ
ム
は
稲
作
農
業
の
国
で
あ
り
︑
風
習
・
信
仰
が
多
彩
な
国
で
も
あ
り
ま
す
︒
先
人
の

精
神
的
生
活
の
な
か
に
は
︑
自
然
に
呼
応
す
る
文
化
を
反
映
し
た
習
慣
も
多
数
存
在
し
ま
す
︒

C
huồn chuồn kim

K
ết đôi trên cánh đồng

Lúa trĩu bông

︵
グ
エ
ン
・
ス
ア
ン
・
タ
ン
作
︑
第
五
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
第
二
位
︶
︵
34
︶

糸
ト
ン
ボ
／
豊
か
な
稲
穂
／
結
ば
れ
て　
︵
河
村
き
く
み
訳
︶

ま
た
︑
伝
統
的
な
生
活
や
年
中
行
事
を
表
現
す
る
言
葉
を
季
語
・
季
題
と
し
て
集
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
︑
と
考
え
て
い
ま
す
︒

﹁
例
え
ば
︑
季
語
と
い
っ
て
も
︑
別
に
歳
時
記
を
見
な
く
て
も
︑
目
の
前
に
あ
る
も
の
︑
桜
で
も

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
で
も
︑
そ
う
い
う
題
材
に
し
て
︑
春
と
か
︑
夏
と
か
秋
の
空
と
か
︑
特
別
難
し
い
も
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の
で
は
な
く
︑
身
近
に
あ
る
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
題
材
に
で
き
る
︑
と
い
う
こ
と
︒
そ
し
て
そ
こ

か
ら
︑
季
語
と
い
う
も
の
が
ひ
と
つ
の
共
通
感
覚
と
し
て
︑
詩
の
言
葉
と
し
て
の
役
割
が
非
常
に
大

き
く
な
っ
て
い
く
︒
そ
こ
で
読
み
手
も
作
り
手
も
共
感
し
あ
う
と
い
う
部
分
も
出
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
︒﹂

︵
35
︶

ベ
ト
ナ
ム
は
北
部
に
は
四
季
が
あ
り
ま
す
が
︑
南
部
で
は
雨
季
と
乾
季
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑

ど
の
国
に
も
美
し
い
自
然
が
あ
る
よ
う
に
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
も
時
候
︑
天
文
︑
自
然
観
や
年
中
行
事
な
ど
が

あ
り
︑
季
語
に
な
る
単
語
は
豊
富
に
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
旧
正
月
︵
テ
ト
︶
に
は
﹁
お
年
玉
﹂
と
い
う

伝
統
習
慣
が
あ
り
︑
テ
ト
を
祝
う
花
は
︑
北
部
に
は
ピ
ン
ク
の
桃
の
花
﹁
ホ
ア
・
ダ
オ
﹂︑
南
部
に
は
黄

色
い
梅
の
花
﹁
ホ
ア
・
マ
イ
﹂
が
あ
り
ま
す
︒
季
節
の
果
物
に
も
︑
マ
ン
ゴ
ー
︑
マ
ン
ゴ
ス
チ
ン
︑
ラ
イ

チ
な
ど
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
を
分
類
︑
列
挙
す
れ
ば
︑﹁
ベ
ト
ナ
ム
語
の
歳
時
記
﹂
も
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒
私
も
ベ
ト
ナ
ム
語
で
ラ
イ
チ
を
詠
ん
だ
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
︒

V
ào hạ

quang gánh ngập phố

chùm
 vải xoay tròn
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︵
筆
者
作
︶

夏
は
じ
め
／
街
に
カ
ゴ
け
り
／
回
る
ラ
イ
チ

︵
四
︶
季
語
が
な
い
句

G
iọt cà phê

K
hông nói gì

K
hông nói gì

︵
チ
ュ
・
ヴ
ー
作
︶
︵
36
︶

コ
ー
ヒ
ー
一
滴
／
も
の
言
わ
ず
／
も
の
言
わ
ず

こ
の
句
に
は
季
語
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
︒
が
︑
一
瞬
を
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
し
︑﹁
時
間
と
空
間
﹂
を

表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒﹁
コ
ー
ヒ
ー
一
滴
﹂
の
一
つ
の
音
だ
け
れ
ど
︑
乾
い
た
︑
し
ん

と
し
た
︑こ
う
表
現
す
る
以
外
に
は
あ
り
よ
う
も
な
い
空
間
が
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
と
て
も
即
物
的
で
︑

情
緒
的
に
乾
い
て
い
る
け
れ
ど
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
が
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
ま
す
︒
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俳
句
は
人
生
そ
の
も
の
で
す
︒
人
生
の
価
値
を
具
体
化
す
る
表
現
手
段
で
す
︒
俳
句
の
あ
る
日
常
を
目

指
し
て
い
ま
す
︒
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
は
︑
や
は
り
ベ
ト
ナ
ム
人
も
︑
俳
句
の
季
語
は
単
な
る
季
節
や
自

然
を
表
現
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
自
然
の
中
に
︑
自
分
の
生
命
を
探
る
と
い
う
﹁
近
代
俳
句
の
人
生
観
﹂

を
感
じ
始
め
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

﹁
人
類
に
と
っ
て
︑
地
球
環
境
の
保
全
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
︑
自
然
と
共
存
す
る
人

間
の
喜
怒
哀
楽
を
詠
う
俳
句
は
地
球
環
境
の
保
全
に
も
役
に
立
つ
︒
そ
し
て
短
詩
で
あ
る
こ
と
に
よ

り
︑
俳
句
は
誰
で
も
が
作
る
こ
と
を
楽
し
み
︑
理
解
し
合
え
る
︒
そ
こ
で
皆
で
俳
句
を
作
り
合
い
見

せ
合
っ
て
世
界
を
平
和
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
︒﹂

︵
37
︶

X
ó chợ

C
hiếc lon trống

H
ạt m

ưa m
ồ côi

︵
グ
エ
ン
・
タ
イ
ン
・
ガ
ー
作
︑
第
二
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
第
一
位
︶
︵
38
︶

市
場
の
角
／
空
き
缶
／
孤
児
の
雨



42

こ
の
世
は
無
常
で
あ
り
︑
周
り
の
自
然
と
調
和
し
た
い
と
い
う
願
い
が
︑
時
に
は
社
会
問
題
も
織
り
込

ん
で
詠
ま
れ
ま
す
︒
人
と
自
然
と
の
関
わ
り
を
対
象
に
︑
人
間
の
辛
さ
や
痛
み
に
対
す
る
憐
れ
み
の
情
を

引
き
起
こ
す
句
も
詠
ま
れ
ま
す
︒
正
岡
子
規
が
俳
句
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
決
意
に
も
︑
そ
う
し
た
事

情
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
︒

﹁
写
実
に
は
人
事
と
天
然
と
あ
り
︑
偶
然
と
故
為
と
あ
り
︒
人
事
の
写
実
は
難
く
天
然
の
写
実
は
易

し
︒
偶
然
の
写
実
は
材
料
少
な
く
︑
故
意
の
写
実
は
材
料
多
し
︒
故
に
写
実
の
目
的
を
以
て
天
然
の

風
光
を
探
る
こ
と
最
も
俳
句
に
適
せ
り
︒﹂

︵
39
︶

お
わ
り
に

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
い
て
︑
国
境
を
越
え
た
文
化
交
流
活
動
が
活
発
化
し
て
い
る
中
で
︑
俳
句
も
ま

す
ま
す
広
が
っ
て
お
り
︑
日
本
の
俳
句
は
日
本
固
有
の
も
の
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
︒
新
し
い
言
語
で

俳
句
を
作
っ
て
︑
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
国
の
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
で
︑
ま
た
新
し
い
俳
句
の
作
品
を

生
み
出
す
活
力
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
俳
句
は
も
は
や
日
本
固
有
の
も
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
を
理
解
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し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
考
え
方
は
︑
俳
句
世
界
の
中
に
︑
た
く
さ
ん
の
話
題
を
提
供
し

て
い
ま
す
︒

﹁
外
国
人
の
俳
句
観
と
い
う
の
は
日
本
人
と
一
味
違
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
な
ぜ
彼

ら
は
そ
う
考
え
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
︑
考
え
る
こ
と
は
日
本
の
俳
句
に
と
っ
て
も
有
意
義
だ
と
思
う

ん
で
す
︒﹂

︵
40
︶

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
︑
今
の
日
本
は
︑
芭
蕉
の
俳
句
に
あ
る
日
本
と
は
違
っ
て
い
ま
す
が
︑
日
本

の
俳
句
が
世
界
に
輸
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
現
在
︑
芭
蕉
の
俳
句
で
日
本

の
綺
麗
な
風
景
を
永
遠
に
残
し
な
が
ら
も
︵
図
15
︶︑
俳
句
は
日
本
の
枠

に
閉
じ
籠
る
こ
と
な
く
︑
開
か
れ
た
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
ま
す
︒

ま
だ
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
俳
句
の
歴
史
は
十
年
に
も
満
た
ず
色
々

な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
︑
ベ
ト
ナ
ム
語
で
新
た
な
俳
句
が
生
み
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
︒
新
し
い
俳
句
と
い
う
の
は
︑
新
し
い
言
葉

で
作
る
だ
け
で
は
な
く
︑
皆
が
﹁
新
し
い
芸
術
﹂
と
し
て
感
じ
る
と
い

図 15. 奥の道むすびの地（岐阜県大垣市）
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う
こ
と
で
す
︒

﹁
俳
句
が
世
界
に
広
が
る
︒︵
中
略
︶︒
ど
こ
の
国
の
方
で
も
俳
句
な
ら
︑
短
い
も
の
な
ら
書
け
る
し
︑

読
め
る
し
︑
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒︵
中
略
︶
そ
う
い
う
も
の
を
全
て
集
め
て
世
界
の
短
詩
の
文
化

遺
産
を
つ
く
り
た
い
︒︵
中
略
︶
俳
句
を
世
界
遺
産
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
︑
世

界
中
の
方
が
俳
句
の
よ
う
な
短
詩
を
書
い
て
お
互
い
に
見
せ
合
う
︒
自
分
の
心
を
そ
れ
で
見
せ
合
い

な
が
ら
︑
世
界
中
の
人
が
仲
良
く
︑
平
和
を
築
く
と
い
う
こ
と
の
契
機
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い

ま
す
︒
世
界
を
俳
句
で
平
和
に
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒﹂

︵
41
︶

ま
た
︑

﹁
い
ま
︑
世
界
で
紛
争
が
絶
え
な
い
が
︑
こ
う
し
て
言
葉
や
習
慣
の
違
い
を
超
え
て
お
互
い
に
理
解

し
合
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
︑
紛
争
を
減
ら
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒﹂

︵
42
︶

今
の
国
際
化
し
た
俳
句
に
は
︑
季
語
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
︑
五
七
五
の
形
式
に
な
っ
た
り
な
ら
な

か
っ
た
り
︑
切
れ
字
が
多
種
多
様
で
あ
り
︑
変
幻
自
在
︑
新
た
な
表
現
が
世
界
で
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
︒
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俳
句
は
新
し
い
世
界
を
切
り
拓
き
︑
創
造
し
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
文
芸
に
と
っ
て
大
い
に
必
要
な
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
古
い
も
の
の
中
に
新
し
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
︑
俳
句
の
特
徴
を
豊
富

に
し
て
︑
よ
り
多
く
の
人
に
楽
し
ま
れ
︑
親
し
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
︒

日
本
と
は
文
化
習
慣
は
違
い
ま
す
が
︑
ベ
ト
ナ
ム
人
に
と
っ
て
俳
句
と
は
︑
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
素

朴
で
小
さ
な
世
界
を
︑
漠
然
と
し
た
美
的
効
果
で
表
現
し
て
い
る
も
の
で
︑
非
常
に
魅
力
的
で
す
︒
そ
し

て
︑ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
﹁
お
も
て
な
し
の
心
﹂
で
︑そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
た
作
品
を
次
々
と
作
っ

て
い
ま
す
︒

ベ
ト
ナ
ム
の
俳
句
は
︑
伝
統
的
な
俳
句
の
精
神
を
深
化
さ
せ
な
が
ら
︑
独
自
の
も
の
へ
と
育
っ
て
い
く

で
し
ょ
う
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
世
界
の
俳
句
の
多
様
化
に
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
俳
句
の
未
来
は
﹁
世
界
の
人
々
の
心
か
ら
心
へ
の
架
け
橋
と
し
て
の
短
詩
﹂
と
な
る
こ
と
に
向

け
ら
れ
て
い
ま
す
︒

青
も
み
じ　

故
郷
な
し
に　

人
の
声

︵
筆
者
作
︶

※
本
文
中
の
俳
句
の
和
訳
は
︑
特
に
注
記
が
な
い
限
り
︑
筆
者
に
よ
る
︒
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年
︑
四
九
頁
︒

︵
38
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日
本
国
総
領
事
館
﹃
第
二
回
日
越
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
冊
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二
〇
〇
九
年
︑
二
一
頁
︒

︵
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︶ 

正
岡
子
規
﹃
俳
諧
大
要
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
五
五
年
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七
〇
頁
︒
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︵
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ッ
谷
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外
国
人
の
俳
句
観
﹂
現
代
俳
句
協
会
編
﹃
21
世
紀
俳
句
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
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現
代
俳
句
の
領
域
﹄

二
〇
一
〇
年
︑
二
五
四
頁
︒

︵
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︶ 
有
馬
朗
人
﹁
俳
句
を
通
し
て
世
界
の
平
和
﹂
二
〇
一
五
年
︵http://w

w
w

.haiku-hia.com
/uploads/doc/arim

a_spee

ch.pdf
︶︒
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輪
靖
宏
﹁
俳
句
の
世
界
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流
行
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あ
た
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w
w
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発表を終えて

　2009年に、初めて国際日本文化研究センターを訪問し、素晴らしい図書館を見学してか
ら、いつの日かここで研究したい、という夢を追い続けてきました。幸いなことに、2015年
9月1日からその夢を実現することができ、翌年8月31日までの一年間は、私にとっての初
めての長期日本滞在となりました。日文研の外国人研究員として勤められたことは、私の研
究者人生の中で、重要な経験となりました。
まず、日文研では、小松和彦所長をはじめ、いつも積極的に強力に応援してくださったカ

ウントパートの倉本一宏教授、そして研究協力課国際事業係や研究支援係の担当者の方々、
関わっていただいた教員の先生方やコモンルーム担当の方々に対し、心から感謝を申し上げ
ます。また、多種多様の催しものやセミナー、日文研フォーラム、一般公開、講演会、共
同研究会等に出席することができ、非常に充実した学問の日々を過ごすことができました。
多国籍かつ多様な分野の研究者との出会いも、とても有意義でした。
「現代日本社会における俳句の変化」の研究テーマを通じ、様々な俳句協会や句会、文
化センターの俳句講座等への出席を通して、俳句の普及や大衆化についても調べました。
さらに、投句や選句を行ったり、俳句資料をたくさんいただいたりしたことは、自分の俳句
知識をいっそう深めてくれました。特に、研究成果の一部を発表したフォーラムにおいて、
京都の多くの一般市民の方々を前に、日本とベトナムの活発な文化交流の状況やベトナムで
も普及してきている俳句について紹介できたことは、とても光栄であり、一生忘れられない
思い出になりました。
最後に、元在ホーチミン日本国総領事の水城幾雄氏に対しては、フォーラムのコメンテー

ターとして出席して下さったことに対し心から御礼を申し上げます。また、フォーラムのコメン
テーターを引き受けてくださり、さらに研究発表論文の誤りを指摘してくださった倉本教授、
そして、多数の論文の日本語チェックや構成に意見してくださった元在ホーチミン日本国総
領事館広報文化班長の坪田珠里さんや元南学日本語クラスの河村きくみ先生に対し、改め
て心から深く感謝を申し上げます。
日文研との契約は終わりました。きっと戻ります。ありがとうございました。そして次に起

こるであろう出会いにも、今から「ありがとう」と言いたいです。
また逢う日まで。
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日文研フォーラム報告書の全文は、日文研のウェブサイトで
ご覧いただけます。

http://publications.nichibun.ac.jp/ja/
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■　日時
　　2016年6月14日（火）
　　午後2時～4時
■　会場
　　ハートピア京都

「古くて新しいもの」
─ベトナム人の俳句観から日本文化の浸透を探る─

“Old but New”: Exploring the Diffusion of Japanese Culture 
from the Perspective of Haiku by Vietnamese People
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