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歴史紀行
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作家
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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
は
日
本
町
も
中
国
人
町
も
、
佇
ま
い
は

類
似
し
て
い
る
と
み
る
意
見
が
多
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
本

町
が
消
え
た
後
に
中
国
人
が
表
面
の
造
作
を
変
え
て
改
築
し
た

事
実
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
日
本
人
が
売
り
渡
し
た
証
文
が
根

拠
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
目
抜
き
通
り
チ
ャ
ン
フ
ー
通
り
を
東
か
ら
進
ん
で

右
手
の
八
〇
番
に
あ
る
「
貿
易
陶
磁
博
物
館
」
に
入
る
と
、
あ

る
程
度
納
得
が
い
っ
た
。
無
傷
の
陶
器
類
は
近
海
の
沈
没
船
か

ら
引
き
揚
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
陶
器
の
か
け
ら
は
古
井
戸
や
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
し
た
も
の
だ
っ
た
。
博
物
館
の
説
明
で

は
、
肥
前
（
現
佐
賀
県
）
の
焼
き
物
と
さ
れ
、
主
と
し
て
唐
津
焼
、

伊
万
里
焼
、
有
田
焼
ら
し
い
。
小
皿
、
中
皿
、
ど
ん
ぶ
り
の
類

が
多
く
、
こ
れ
ら
を
商
い
、
生
活
用
具
と
し
て
も
使
用
し
て
い

た
と
み
ら
れ
る
。

博
物
館
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
茶
屋
新
六
交
趾
国
貿
易
渡

海
図
」
の
写
し
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
図
巻
は
文
禄
期
（
一
五

九
三
〜
九
六
）
以
来
、
尾
張
藩
の
御
用
商
人
で
海
外
貿
易
を
営

ん
で
い
た
茶
屋
家
か
ら
、
名
古
屋
市
東
区
の
情
妙
寺
に
寄
進
さ

れ
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
茶
屋
新
六
な
る
人
物
の
貿

易
船
が
交
趾
（
こ
う
し
／
こ
う
ち
。
現
在
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
以
南
）

へ
渡
航
し
た
折
の
模
様
を
絵
師
に
描
か
せ
た
も
の
。
元
和
年
間

だ
け
で
な
く
、
壁
板
に
も
彫
刻
が
施
さ
れ
、
光
と
風
を
採
り
入

れ
る
中
庭
の
石
の
壁
ま
で
、
彫
刻
が
つ
づ
い
て
い
る
様
は
、
美

術
作
品
を
思
わ
せ
る
。

表
通
り
に
面
し
た
空
間
が
店
で
、
そ
の
奥
が
先
祖
を
祀
る
祭

壇
。
祭
壇
の
黒
い
重
厚
な
光
は
、
こ
の
家
の
歴
史
と
財
力
を
物

語
っ
て
い
る
が
、
店
主
に
聞
く
と
、
彼
ら
の
先
祖
は
華
南
の
福

建
省
出
身
で
、
三
百
年
つ
づ
い
た
家
だ
と
い
う
。
そ
の
奥
が
客

間
で
、
茶
の
国
中
国
ら
し
く
、
古
い
茶
器
が
揃
っ
て
い
た
。
こ

の
佇
ま
い
は
、「
商
」「
先
祖
へ
の
畏
敬
の
念
」「
客
」
が
並
ん

で
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
何
ゆ
え
祭

壇
が
店
先
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
不
思
議
に
思
え
る
が
、「
信

用
」
が
命
の
商
人
に
は
先
祖
代
々
に
遡
る
「
家
」
の
存
在
が
不

可
欠
で
、
客
間
は
客
と
の
団
欒
を
大
切
に
す
る
商
人
道
の
作
法

が
見
え
て
い
る
。
そ
の
奥
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
生
活
空
間
で
、

書
斎
を
兼
ね
た
事
務
室
、
中
庭
、
寝
室
、
食
堂
、
そ
し
て
台
所

と
厠
が
向
か
い
合
い
、
裏
通
り
に
つ
な
が
る
。
こ
の
配
置
は
ペ

ナ
ン
の
華
僑
の
商
家
も
、
概
ね
同
じ
で
あ
っ
た
。

日
本
町
こ
こ
に
あ
り
き

で
は
日
本
町
が
あ
っ
た
痕
跡
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
な
る
と
、

マ
イ
ル
ド
だ
っ
た
。
溢
れ
る
光
の
な
か
を
、
四
百
年
前
の
日
本

人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
心
が
浮
き
立

っ
て
く
る
。
彼
ら
の
遺
し
た
刻
印
を
探
し
求
め
、
息
遣
い
を
感

じ
取
る
の
は
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
彼
ら
と
対
話
し
て
い

る
心
持
ち
に
な
れ
る
の
は
確
か
だ
。

日
本
人
が
造
っ
た
と
さ
れ
る
、
通
称
日
本
橋
に
通
じ
る
目
抜

き
通
り
、
チ
ャ
ン
フ
ー
通
り
を
東
か
ら
西
に
向
か
う
。
中
国
風

の
古
い
民
家
は
ほ
と
ん
ど
が
商
店
だ
が
、
中
で
も
左
手
の
廣

こ
う
し
ょ
う勝

家け

は
平
屋
で
、
京
都
の
町
屋
に
似
た
建
て
方
で
あ
る
。

初
代
か
ら
一
家
の
主
人
は
貿
易
商
を
営
み
、
女
性
た
ち
が
輸

入
品
や
地
元
の
産
物
を
商あ

き
なう
、
幅
広
い
物
産
店
と
し
て
財
を
な

し
て
き
た
。
奥
に
長
い
建
て
方
は
ほ
か
の
家
も
同
じ
だ
が
、
廣

勝
家
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
た
黒
檀
と
紫
檀
の
柱
や
梁
に

ホ
イ
ア
ン
の
町
に
降
り
注
ぐ
陽
光

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
に
あ
っ
て
世
界
遺
産
の
町
ホ
イ
ア
ン
。
四

百
年
前
の
江
戸
時
代
初
期
、
朱
印
船
貿
易
に
よ
っ
て
日
本
人
町

が
形
成
さ
れ
、
最
盛
期
に
は
三
百
人
（
一
説
に
は
千
人
）
の
日
本

人
が
居
住
し
て
い
た
町
で
あ
る
。
当
時
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
の
商
館
も
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
西
洋
と
東
洋
の
貿
易
拠
点

と
な
っ
て
い
た
の
が
こ
こ
ホ
イ
ア
ン
で
あ
る
。
そ
の
後
鎖
国
政

策
に
よ
っ
て
日
本
に
引
き
揚
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
地

に
残
る
こ
と
を
選
択
し
た
日
本
人
も
い
た
の
は
、
惹
き
つ
け
る

も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

二
〇
一
八
年
一
月
、
ホ
イ
ア
ン
の
町
に
降
り
注
ぐ
日
の
光
は
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第
四
部
　
ホ
イ
ア
ン
の
日
本
人
町（
下
）

戦
前
・
南
洋
の
日
本
人
町
を
歩
く


