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古
本
屋
好
き
の
少
年
の
人
生
を
変
え
た��

ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
詩

―
―
研
究
者
を
め
ざ
す
ま
で
の
道
の
り
を
教
え

て
く
だ
さ
い

も
と
も
と
小
説
を
読
む
の
が
好
き
で
、
小
学

校
高
学
年
頃
は
日
本
の
近
代
文
学
を
読
み
あ

さ
っ
て
い
ま
し
た
。
古
い
漫
画
も
大
好
き
で
古

本
屋
に
通
い
詰
め
る
う
ち
、
気
付
け
ば
外
国
文

学
も
読
む
よ
う
に
。
そ
ん
な
中
学
生
時
代
、
小

学
校
の
教
科
書
で
目
に
し
た
、
20
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
の
詩
人
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
作
、
堀
口
大

學
訳
の
「
シ
ャ
ボ
ン
玉
」
と
い
う
詩
と
再
び
出

合
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。「
シ
ャ
ボ
ン
玉
の 

中

へ
は
庭
は 

這
入
れ
ま
せ
ん 

ま
は
り
を
く
る
く

る 

廻
つ
て
ゐ
ま
す
」。
日
本
文
学
に
は
な
い
独

特
の
言
語
感
覚
に
対
す
る
強
い
興
味
が
再
燃
し
、

堀
口
大
學
が
訳
し
た
詩
や
小
説
を
片
っ
端
か
ら

読
み
、
中
で
も
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ア
ル

チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
に
熱
中
し
ま
し
た
。
フ

ラ
ン
ス
文
学
者
で
も
あ
っ
た
福
永
武
彦
の
小
説

や
福
永
が
訳
し
た
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

の
詩
な
ど
も
愛
読
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て

詩
集
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
研
究
書
に
も
手
を

伸
ば
す
よ
う
に
な
る
と
、
大
学
教
員
と
し
て
文

学
研
究
を
職
業
に
し
て
い
る
人
が
い
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
自
分
は
会
社
勤
め
に
は
向
い
て

い
な
い
と
何
と
な
く
感
じ
て
い
た
の
で
、「
将

来
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
と
し
て
身
を
立
て

よ
う
」
と
中
学
3
年
生
の
時
点
で
決
意
し
、
今

に
至
り
ま
す
。

ク
ロ
ー
デ
ル
研
究
を
出
発
点
に�

�

広
が
る
新
た
な
研
究
テ
ー
マ

―
―
先
生
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
、
ポ
ー
ル
・
ク

ロ
ー
デ
ル
に
た
ど
り
着
い
た
経
緯
を
教
え
て
く

だ
さ
い

大
学
で
は
当
然
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専

攻
。
Ｗ
ス
ク
ー
ル
で
語
学
学
校
に
も
通
い
、
徹

底
的
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
ま
し
た
。
学
部
時

代
の
卒
論
の
テ
ー
マ
は
、
ゼ
ミ
の
指
導
教
員
が

専
門
に
し
て
い
た
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の

詩
人
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
。
大
学
3
年
生

の
と
き
に
は
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
現
地

で
参
考
文
献
を
集
め
る
な
ど
し
て
卒
論
を
書
き

上
げ
ま
し
た
。

大
学
院
で
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
弟
子
に
あ
た
る

ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の
研
究
に
い
そ
し
む
こ

と
と
な
り
ま
す
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
20
世
紀
フ
ラ

ン
ス
を
代
表
す
る
詩
人
・
劇
作
家
で
あ
り
な
が

ら
、
本
業
は
外
交
官
で
す
。
１
９
２
１
年
か
ら

１
９
２
７
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
し
て

日
本
に
駐
在
し
、
本
国
外
務
省
に
送
っ
た
膨
大

な
量
の
外
交
文
書
の
中
で
、
日
本
の
政
治
・
経

済
・
文
化
に
つ
い
て
興
味
深
い
考
察
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
能
や
俳
句
、
日
本
画
と
い
っ
た
日

本
文
化
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
文

学
作
品
も
創
作
し
て
お
り
、「
詩
人
大
使
」
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。
修
士
論
文
で
は
そ
ん
な
ク

ロ
ー
デ
ル
と
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
関
係
を
取
り

―
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
研
究
の
発
展
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
詩
受
容
や
日
仏
交
流
も
考
究

―

〝
詩
人
大
使
〟
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
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上
げ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
日
本
の
大
学
院
に
籍
を
置
き
な
が

ら
フ
ラ
ン
ス
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
に
留
学
し
、

ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
日
本
観
」
を
テ
ー
マ
に
博
士

論
文
を
執
筆
し
ま
し
た
。
以
降
も
ク
ロ
ー
デ
ル

の
研
究
は
続
け
て
お
り
、
現
在
は
大
正
期
の
日

本
人
が
ど
の
よ
う
に
ク
ロ
ー
デ
ル
を
受
容
し
た

の
か
調
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て

き
た
ク
ロ
ー
デ
ル
研
究
の
成
果
を
、
単
著
と
し

て
ま
と
め
る
の
が
目
下
の
目
標
で
す
。

―
―
日
仏
交
流
や
大
正
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

詩
受
容
な
ど
も
研
究
し
て
い
る
と
う
か
が
い
ま

し
たク

ロ
ー
デ
ル
研
究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
大

正
期
の
「
日
仏
交
流
」
の
領
域
横
断
的
な
考
究

を
試
み
て
い
ま
す
。
我
が
国
の
日
仏
交
流
の
研

究
に
お
い
て
は
、
対
象
時
期
が
幕
末
か
ら
明
治

初
期
に
偏
っ
て
お
り
、
外
交
や
国
際
関
係
の
分

野
が
手
薄
で
あ
っ
た
り
、
日
仏
関
係
が
構
築
さ

れ
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
地
域

が
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
問

題
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
克
服
す
べ
く
、

日
仏
両
国
の
ア
ー
カ
イ
ブ
で
外
交
書
簡
を
地
道

に
収
集
し
、
中
国
や
イ
ン
ド
シ
ナ
と
の
か
か
わ

り
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、
大
正
期
に
お
け

る
国
家
レ
ベ
ル
で
の
日
仏
関
係
を
整
理
し
て
い

く
つ
も
り
で
す
。

一
方
で
、
大
正
期
の
詩
誌
の
ク
ロ
ー
デ
ル
特

集
号
を
入
手
で
き
た
こ
と
か
ら
、
大
正
期
に
フ

ラ
ン
ス
詩
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の

か
と
い
う
比
較
文
学
的
研
究
に
も
着
手
し
て
い

ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
の
本
格
的
な
移
入
が

始
ま
っ
た
の
は
、
１
９
０
５
年
刊
行
の
上
田
敏

に
よ
る
訳
詩
集
『
海
潮
音
』。
そ
の
後
の
永
井

荷
風
訳
『
珊
瑚
集
』（
１
９
1
３
年
）
や
堀
口

大
學
訳
『
月
下
の
一
群
』（
１
９
２
５
年
）
の

よ
う
な
訳
詩
集
だ
け
で
な
く
、
当
時
続
々
と
創

刊
さ
れ
た
文
芸
誌
や
詩
誌
に
も
フ
ラ
ン
ス
詩
の

翻
訳
や
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
翻
訳
や
記
事
を
網
羅
的
に
調
査
し
て

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
媒
体
ご
と
の
受
容
傾
向

を
解
明
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
長
き
に
わ
た
り
フ
ラ
ン
ス
の
極
東
政

策
の
中
心
で
あ
っ
た
中
国
、
特
に
上
海
フ
ラ
ン

ス
租
界
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
日
仏
中
3
か
国

の
交
流
を
多
角
的
に
捉
え
る
共
同
研
究
チ
ー
ム

で
も
活
動
し
て
い
ま
す
。
特
に
上
海
フ
ラ
ン
ス

租
界
と
日
本
と
の
関
係
は
興
味
深
く
、
同
地
に

暮
ら
し
て
い
た
日
本
人
の
調
査
な
ど
を
通
し
て
、

租
界
の
文
教
活
動
の
中
心
人
物
だ
っ
た
シ
ャ
ル

ル
・
グ
ロ
ボ
ワ
と
日
本
の
か
か
わ
り
を
掘
り
下

げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
は
日
仏

交
流
研
究
の
足
掛
か
り
に
も
な
る
も
の
で
、
最

終
的
に
は
、
大
正
期
の
日
仏
交
流
の
実
態
を
国

家
と
民
間
の
両
視
点
か
ら
把
握
で
き
る
よ
う
な

著
作
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

自
分
で
考
え
る
こ
と
を
大
切
に�

�

学
際
的
な
知
見
で
可
能
性
を
開
く

―
―
学
生
を
指
導
す
る
う
え
で
大
切
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
学
生
に
望
む
こ
と
を
教
え
て
く
だ

さ
い学

生
を
子
ど
も
扱
い
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら

の
自
主
性
を
尊
重
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。
必
要
以
上
に
口
出
し
し
な
い
代
わ
り
に
、

自
身
が
選
択
し
た
こ
と
の
責
任
は
自
分
自
身
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
指
導
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
の
ご
と
き
手

軽
で
わ
か
り
や
す
い
「
知
」
が
好
ま
れ
る
中
、

ゼ
ミ
で
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
よ
う
な
複
雑

で
難
解
な
テ
ク
ス
ト
を
あ
え
て
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、
教
師
が
学
生
と
一
緒
に
な
っ
て
学
ぶ
姿

を
見
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

実
は
、
自
分
自
身
が
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
に
比

べ
る
と
、
最
近
の
大
学
生
の
気
質
は
変
化
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
自
分
の
責
任
の

も
と
で
発
言
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
誰
か
の
意
見

に
乗
っ
か
る
こ
と
で
安
心
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
の
で
す
。
し
か
し
、
自
分
の
頭
で
考
え
る

こ
と
は
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
複
数
の

意
見
を
比
較
検
討
し
て
吟
味
し
、
自
分
の
考
え

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
、
研
究
に
お
い
て

も
仕
事
に
お
い
て
も
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
恐
れ
ず
に
他
人
の
意
見
を
批
判

す
る
姿
勢
も
育
ん
で
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願

い
し
ま
す

フ
ラ
ン
ス
の
文
化
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の

混
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
テ
ン

や
ゲ
ル
マ
ン
、
ケ
ル
ト
と
い
っ
た
文
化
が
混
ざ

り
合
っ
て
お
り
、
間
口
が
広
い
の
が
特
徴
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
を
軸
に
多
様
な

研
究
が
可
能
と
な
る
の
で
、
ぜ
ひ
興
味
を
も
っ

て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
フ
ラ

ン
ス
文
学
や
ク
ロ
ー
デ
ル
、
日
仏
交
流
史
な
ど

を
研
究
す
る
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
物

事
を
見
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い
知
り
ま
し
た
。

比
較
の
中
で
こ
そ
見
え
て
く
る
新
た
な
知
見
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
専
門
分
野
に

と
ら
わ
れ
ず
、
広
い
視
野
を
も
つ
こ
と
の
大
切

さ
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
が
教
え
て
く
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

学
び
の
本
質
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
間
に

リ
ン
ク
を
張
り
巡
ら
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

狭
い
範
囲
を
見
て
い
た
の
で
は
充
実
し
た
リ
ン

ク
は
作
れ
ま
せ
ん
。
異
な
る
分
野
の
知
見
が
、

自
身
の
専
門
分
野
に
新
し
い
可
能
性
を
開
い
て

く
れ
ま
す
。「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を
避
け
る

の
で
は
な
く
、
自
分
の
理
解
の
範
疇
を
超
え
る

よ
う
な
対
象
に
果
敢
に
挑
み
、「
そ
こ
に
何
か

あ
る
な
」
と
感
じ
た
ら
臆
す
る
こ
と
な
く
食
ら

い
つ
い
て
い
く
―
―
。
そ
ん
な
気
概
も
、
ぜ
ひ

大
切
に
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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作家ポール・クローデルが外交官として東洋に赴任し
た時代とはいかなるものだったのか。「Ⅰ�日本」「Ⅱ�演劇」
「Ⅲ�音楽」「Ⅳ�宗教」の諸相からアプローチし、詩人
大使の多面性に光を当てる。「Ⅰ�日本」の「クローデル、
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ンス大使ポール・クローデルの中国観」を執筆。

〈論文・著書紹介〉




