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ク
ー
ル
な
知
性
と

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

ア
メ
リ
カ
で
村
上
春
樹
の
作
品
が
好
き
な

人
は
、
単
に
そ
の
作
品
が
好
き
で
あ
る
こ
と

に
留
ま
ら
な
い
。
村
上
作
品
に
恋
を
し
て
い

る
。
自
分
た
ち
の
見
つ
け
た
意
味
を
つ
か
ん

だ
ま
ま
離
さ
ず
、
本
に
愛
情
を
注
ぐ
。
自
分

の
夢
を
映
す
色
調
や
色
彩
、
叙
情
的
で
あ
り

な
が
ら
純
粋
で
、
時
に
よ
っ
て
何
と
も
言
え

な
い
も
の
を
村
上
の
語
り
に
見
出
す
。
わ
か

っ
て
い
る
、
感
じ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

説
明
で
き
な
い
何
か
を
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
の
読
書
好
き
な
ら

誰
で
も
村
上
作
品
が
好
き
、
村
上
作
品
を
愛

し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
村
上
作

品
を
好
ま
な
い
人
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
の
村

上
信
奉
者
、
正
確
に
言
う
と
「
村
上
フ
ァ
ン
」

が
魅
了
さ
れ
る
部
分
そ
の
も
の
に
つ
い
て
批

判
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
曖
昧

で
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
終
わ
り
方
、
姿
を

消
す
登
場
人
物
、
時
に
よ
っ
て
は
幻
惑
的
で

あ
り
な
が
ら
、
冷
や
や
か
で
ク
ー
ル
な
忘
却

の
か
な
た
に
巻
き
取
ら
れ
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

う
物
語
の
糸
な
ど
で
あ
る
。

村
上
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
評
論
家
の
反

応
が
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
何
年
か

前
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
村
上
は
、
フ
ラ

ン
ツ
・
カ
フ
カ
（
村
上
は
カ
フ
カ
よ
り
も
ず
っ

と
温
か
い
し
、
カ
フ
カ
ほ
ど
不
安
に
満
ち
て
は

い
な
い
）、
ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
や
ド
ン
・

デ
リ
ー
ロ
（
村
上
は
ピ
ン
チ
ョ
ン
ほ
ど
娯
楽
的

で
は
な
く
、
デ
リ
ー
ロ
ほ
ど
ス
ト
イ
ッ
ク
で
も
な

い
）、
レ
イ
モ
ン
ド
・
カ
ー
ヴ
ァ
ー
や
レ
イ
モ

ン
ド
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
（
こ
の
２
人
の
共
通
点

は
同
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
）、
さ
ら
に
は

三
島
由
紀
夫
と
比
較
さ
れ
た
。
三
島
と
村
上

に
は
、
国
籍
が
同
じ
と
い
う
以
外
に
共
通
点

は
な
い
。

私
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
か
ら
、

村
上
は
、
欧
州
の
大
先
輩
で
あ
り
彼
よ
り
も

不
気
味
な
作
品
を
残
し
た
作
家
の
名
前
を
冠

し
た
賞
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
賞
を
受
賞
し

た
。
カ
フ
カ
賞
を
受
賞
後
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を

受
賞
し
た
者
の
例
は
少
な
く
な
い
。
村
上
は
、

ヒ
ッ
プ
な
現
代
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中

で
は
ア
メ
リ
カ
の
先
輩
ピ
ン
チ
ョ
ン
や
デ
リ

ー
ロ
を
超
え
た
。
ク
ー
ル
な
知
性
を
保
ち
つ

つ
、
村
上
の
作
品
に
は
若
い
読
者
の
心
を
掴

む
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
あ
る
。
日
本
で
カ

ー
ヴ
ァ
ー
を
有
名
に
し
た
の
は
村
上
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
25
年
来
の
夢
で
あ
っ
た
Ｆ
・
ス
コ

ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
『
華
麗
な

る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
（T

he
G

reat
G

atsby

）』
の

翻
訳
の
合
間
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
に
戻
り
、

『
長
い
お
別
れ
（L

ong
G

oodbye

）』
の
翻
訳

も
手
が
け
て
い
る
。

作
家
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
が
評
し
た

「
日
本
人
的
精
神
性
」

要
は
、
村
上
が
受
け
た
「
西
欧
の
」
影
響

や
村
上
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
「
日
本
人

的
な
も
の
」
か
ら
村
上
を
理
解
し
よ
う
と
し

て
も
（
一
部
の
ア
メ
リ
カ
人
は
今
で
も
こ
の
や

り
方
を
変
え
よ
う
と
し
な
い
）
、
意
味
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
は
、
文
芸
評
論

が
そ
の
最
新
作
を
超
え
る
と
は
言
わ
な
い
ま

で
も
同
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
数
少
な
い
ア

メ
リ
カ
の
作
家
・
知
識
人
で
あ
る
。
し
か
し
、

村
上
の
最
新
作
『
海
辺
の
カ
フ
カ
（K

a
fka

on
the

Shore

）』
の
英
訳
版
に
つ
い
て
の
彼

の
書
評
は
な
か
な
か
示
唆
的
と
も
言
え
る
曲

解
だ
っ
た
。

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
』
誌
（
長
年
ア
ッ
プ
ダ

イ
ク
を
後
援
）
に
掲
載
さ
れ
た
書
評
を
見
る

限
り
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
大
作
家
は
、
村
上

が
一
般
読
者
と
評
論
家
の
双
方
に
支
持
さ
れ

て
い
る
理
由
を
な
ん
と
か
説
明
し
よ
う
と
必

死
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
書
い
た
。

「
こ
の
小
説
は
、
ま
さ
に
読
み
出
し
た
ら
止

ま
ら
な
い
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
読
者
を
悩

ま
せ
る
難
解
さ
も
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

作
品
の
本
来
の
力
以
上
に
心
を
掴
む
も
の
で

村上春樹について
語るときに

我々の語ることRoland
ロ ー ラ ン ド

Kelts
ケ ル ツ

東京大学講師
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あ
り
、
お
そ
ら
く
作
者
が
望
ん
で
い
た
ほ
ど

の
感
動
は
呼
ば
な
い
」

何
と
可
も
不
可
も
な
い
コ
メ
ン
ト
。
ア
ッ

プ
ダ
イ
ク
は
、
舞
台
の
カ
ー
テ
ン
の
下
へ
と

コ
ソ
コ
ソ
と
逃
げ
隠
れ
る
か
の
よ
う
に
こ
う

締
め
く
く
っ
て
い
る
。
「
本
質
的
空
虚
感
の

上
に
皮
を
か
ぶ
せ
た
だ
け
の
も
の
、
変
わ
り

ゆ
く
海
辺
…
…
半
分
は
空
で
あ
る
存
在
。
そ

れ
を
讃
え
る
に
は
日
本
人
的
精
神
性
が
必
要

な
の
だ
」

何
が
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
で
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
屈
指
の
小
説

家
で
あ
り
文
芸
評
論
家
は
、
村
上
の
作
品
世

界
の
崇
高
な
謎
を
解
き
明
か
す
最
中
、
そ
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
場
面
で
、
舞

台
を
降
り
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。「
日
本

人
的
精
神
性
」
と
は
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
か
。
村
上
の
小
説
を
理
解
す
る
に
は
日

本
人
的
精
神
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
な
ら

ば
、
な
ぜ
村
上
は
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
、
世

界
で
こ
れ
ほ
ど
人
気
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
海
辺
の
カ
フ
カ
（K

afka
on

the
Shore

）』

が
村
上
の
代
表
作
の
一
つ
に
入
る
こ
と
に
な

る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
批
評

に
見
る
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
の
反
応
が
、
如
何
に

バ
ツ
の
悪
そ
う
で
困
惑
し
た
も
の
で
あ
る
か

は
明
白
だ
。

不
調
和
の
源
に
あ
る

「
ホ
ッ
ト
」と「
ク
ー
ル
」

こ
こ
に
村
上
と
い
う
一
人
の
作
家
が
い
る
。

こ
の
作
家
は
、
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル

（T
he

W
ind-U

p
B

ird
C

hronicle

）』
で
見
事

に
見
せ
た
よ
う
に
、
「
軽
い
現
代
の
都
会
の

倦
怠
と
消
費
主
義
」
と
「
歴
史
的
な
恐
ろ
し

い
出
来
事
」
と
を
融
合
す
る
こ
と
の
で
き
る
、

小
説
の
最
先
端
を
行
く
国
際
的
作
家
と
し
て

認
め
ら
れ
た
「
ク
ー
ル
」
な
一
面
を
持
つ
。

彼
の
作
品
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
』
誌
に
定

期
的
に
掲
載
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
バ
ー

ン
ズ
・
ア
ン
ド
・
ノ
ー
ブ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
ト
ア

で
は
、
彼
の
読
者
た
ち
が
長
蛇
の
列
を
作
る
。

そ
こ
に
、
彼
は
ガ
ー
ド
マ
ン
に
囲
ま
れ
、
分

厚
い
黒
の
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
て
平
然
と
現

れ
、
ロ
ッ
ク
ス
タ
ー
並
み
の
扱
い
を
受
け
る
。

片
や
、
ア
メ
リ
カ
の
小
説
家
で
あ
り
評
論

家
で
も
あ
る
人
物
（
私
は
こ
の
人
物
の
代
表
作

が
傑
作
で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら
認
め
て
お
り
、

彼
の
作
品
や
評
論
を
手
本
と
も
し
て
い
る
）。
こ

の
人
物
は
、
ア
メ
リ
カ
の
50
年
代
に
育
ち
、

才
気
縦
横
。
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
ロ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー
、
ア
ー
ト
と
ポ
ッ
プ
、
キ
リ
ス
ト
教

と
異
教
信
仰
、
善
の
光
と
悪
の
闇
な
ど
、
二

つ
を
対
比
す
る
西
洋
の
二
元
論
的
思
考
の
教

え
を
受
け
て
い
る
。

私
は
、
不
調
和
の
源
は
以
下
で
あ
る
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、
村
上
は
「
ホ
ッ
ト
」

（
温
か
い
、
情
熱
的
、
日
本
的
に
言
え
ば
、
ウ
ェ

ッ
ト
で
感
情
的
）
で
も
「
ク
ー
ル
」（
超
然
と

し
て
い
る
、
皮
肉
っ
ぽ
い
、
計
画
性
が
あ
る
）

で
も
な
い
。
最
高
傑
作
で
は
、
村
上
は
ホ
ッ

ト
で
も
あ
り
ク
ー
ル
で
も
あ
る
。
す
べ
て
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
ど
ち

ら
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
。

『ニューヨーカー』2005年1月24、31日号に掲載され
た‘Subconscious Tunnels（潜在意識のトンネル）’と題
されたアメリカの作家ジョン・アップダイクの書評



遠近　12

14

文
学
を
通
し
て

二
元
論
的
思
考
を
葬
り
去
る

21
世
紀
に
頭
角
を
現
し
て
き
た
日
本
の
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て
書
い
た
近
著
『
ジ
ャ

パ
ナ
メ
リ
カ
（Japanam

erica

）』
の
た
め
に

手
塚
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（
故
手
塚
治
虫
の
プ
ロ

ダ
ク
シ
ョ
ン
会
社
）
を
取
材
し
た
と
き
、
私
は

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
、「
鉄
腕
ア
ト
ム
は
な
ぜ

生
粋
の
日
本
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
か
」
と

訊
い
て
み
た
。
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
は
、

ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
を
生
粋
の
ア
メ
リ
カ
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
と
考
え
て
い
た
。
日
本
で
ミ

ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
に
相
当
す
る
ア
ト
ム
は
生
粋

の
日
本
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
そ
の
理
由
は
。

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
た
。
「
ア
ト
ム
は
『
悩
む
』
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
な
の
で
す
。
日
本
は
、
い
つ
も
何
か
の
中
間

に
位
置
し
て
い
る
国
で
、
例
え
ば
そ
れ
は
中

国
と
ア
メ
リ
カ
、
東
洋
と
西
洋
の
間
だ
っ
た

り
し
ま
す
。
日
本
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
そ
の

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
中
に
生
き
る
、
さ
ま
ざ
ま

な
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
存
在
な
の
で
す
」

89
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
前
、
91
年

の
ソ
連
崩
壊
前
、
そ
し
て
01
年
の
９
・
11
事

件
以
前
な
ら
ば
、
こ
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
は
多

少
の
関
心
は
集
め
た
だ
ろ
う
が
、
漠
然
と
し

過
ぎ
て
い
て
現
実
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
で
は
、
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク

世
代
の
こ
ぎ
れ
い
な
二
元
論
的
思
考
、
そ
し

て
、
ま
る
で
「
テ
ロ
」
と
い
う
抽
象
名
詞
が

敵
対
国
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
テ
ロ
と
の
戦

争
」
を
展
開
す
る
ア
メ
リ
カ
の
方
向
性
は
、

確
実
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
。

村
上
作
品
は
、
こ
う
し
た
二
元
論
的
思
考

を
、
文
学
を
通
し
て
歴
史
の
闇
に
し
か
る
べ

く
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
動
き
の
最
先
端
に
い

る
の
だ
。
こ
う
し
た
二
元
論
的
思
考
は
、
地

球
に
２
つ
の
「
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
」
が
存
在

し
て
い
た
と
き
に
は
役
に
立
っ
た
が
、
も
は

や
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
は
１
つ
し
か
な
く
、
し

か
も
そ
の
威
力
は
衰
え
つ
つ
あ
る
。

ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
が
村
上
を
理
解
す
る
の
に

苦
労
す
る
の
は
、
村
上
の
作
品
が
世
界
を
二

元
的
に
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
年
３

月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
春
樹
を
め
ぐ
る
冒
険
」
で
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
パ
ワ
ー
ズ
は
村
上
の
才
能
を
脳
神
経
学

の
最
新
知
識
と
分
析
法
を
駆
使
し
て
読
み
解

き
、
「
（
村
上
の
作
品
は
）
い
く
つ
か
の
世
界

を
ま
た
が
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
言

い
え
て
妙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が

今
生
き
て
い
る
世
界
は
、
曖
昧
で
結
論
の
出

な
い
、
複
数
の
糸
で
織
り
成
さ
れ
た
村
上
の

小
説
や
、
幻
想
的
な
押
井
守
や
宮
崎
駿
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
奇
抜
で
突
拍
子

も
な
い
浮
世
絵
の
世
界
に
む
し
ろ
近
い
と
言

え
る
。
欧
米
の
多
く
の
評
論
家
は
な
か
な
か

認
め
た
が
ら
な
い
が
、
優
秀
な
読
者
た
ち
は

そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

村
上
は
も
う
ア
メ
リ
カ
を

必
要
と
は
し
て
い
な
い

村
上
は
、
昨
年
ボ
ス
ト
ン
で
私
に
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
た
。「
ア
メ
リ
カ
の
読
者
は
何

か
を
見
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
こ
と
が
時
々
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
読
者
は

書
評
に
頼
り
す
ぎ
。
本
に
こ
も
る
熱、
さ、
を
感

じ
ら
れ
る
こ
と
。
そ
れ
が
大
事
。
い
つ
も
完

全
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。

そ
う
だ
よ
ね
？
」

ア
メ
リ
カ
の
評
論
家
が
公
の
場
で
「
熱
さ

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
文
学
作
品
を
褒
め

て
い
る
姿
は
と
て
も
想
像
で
き
な
い
。

し
か
し
、
私
た
ち
が
芸
術
に
求
め
る
の
は

そ
の
熱
さ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
メ

リ
カ
文
学
の
バ
イ
ブ
ル
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル

ヴ
ィ
ル
の
『
白
鯨
』
と
い
え
ど
も
、
そ
の
真

髄
で
あ
る
熱
さ
、
衝
動
、
執
念
を
除
い
て
し

ま
う
と
、
残
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

そ
の
国
特
有
の
情
緒
感
覚
が
そ
の
国
の

人
々
を
狼
狽
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
格

好
の
例
が
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ローランド・ケルツ●ニューヨーク大学講師、
ラトガース大学講師などを経て現職。現代の日
本文化や日本文学を専門とし、日米の主要新
聞・雑誌への寄稿、文芸誌編集など活発に文筆
活動も行なう。アメリカで新たに発刊された文
芸誌A Public Space創刊号においては、日本文
学特集の編集を担当した。今年、Japanamerica:
How Japanese Pop Culture Has Invaded the US
が出版される予定。母方の祖父は、戦前から戦
後にかけて活躍した詩人、佐伯郁郎

写真提供：朝日新聞社
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ー
で
あ
る
。
欧
米
や
ア
ジ
ア
の
読
者
や
作
家
、

評
論
家
に
は
愛
さ
れ
て
い
る
が
、
母
国
で
は

嘲
笑
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

今
年
、
ボ
ス
ト
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
向

か
う
機
中
で
隣
り
合
わ
せ
た
二
人
の
ロ
シ
ア

人
に
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
ど
う
思
う
か
」

と
訊
い
て
み
た
が
、
ほ
と
ん
ど
鼻
で
笑
っ
て

い
た
。
一
人
は
「
で
も
、
お
前
は
も
ち
ろ
ん

好
き
な
ん
だ
ろ
う
」
と
ウ
ィ
ン
ク
を
せ
ん
ば

か
り
に
言
っ
て
い
た
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
母
国
ロ
シ
ア
で

は
、
熟
れ
す
ぎ
の
困
り
も
の
、
見
境
の
な
い

告
白
本
の
作
者
、
自
制
の
で
き
な
い
男
で
、

作
品
は
「
ま
と
ま
り
が
な
い
」
、
あ
る
い
は

村
上
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
熱
さ
」
が
過
剰
、

と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。

同
様
に
、
日
本
の
知
識
階
級
で
は
、
「
村

上
作
品
は
絶
賛
さ
れ
て
い
る
が
軽
い
」、「
村

上
は
大
衆
に
迎
合
し
、
ア
メ
リ
カ
や
他
の
国

に
ま
で
読
者
層
を
広
げ
て
い
る
商
業
作
家
」

と
い
う
見
方
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。

作
家
の
逝
去
後
に
殿
堂
入
り
を
果
た
す
べ

き
文
学
作
品
と
し
て
村
上
作
品
を
語
る
に
は
、

ま
だ
ま
だ
早
い
。
し
か
し
、
村
上
作
品
が
、

ア
メ
リ
カ
の
文
学
界
に
あ
る
種
の
バ
ラ
ン
ス

を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
事
実
だ
。
村
上
は
、

ホ
ッ
ト
一
辺
倒
で
も
ク
ー
ル
一
辺
倒
で
も
な

い
。
ま
た
、
大
衆
文
学
に
徹
し
て
い
る
わ
け
で

も
純
文
学
に
徹
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ア

メ
リ
カ
の
読
者
が
村
上
の
小
説
に
恋
を
す
る

の
は
、
村
上
が
登
場
人
物
を
大
切
に
す
る
か

ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
評
論
家
は
村
上
の

知
性
と
多
才
さ
を
評
価
し
尊
敬
し
て
い
る
。

村
上
は
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
延
々
と
思
い

を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
が
、
も
う
ア
メ
リ
カ
を
必

要
と
は
し
て
い
な
い
。
我
々
も
同
様
で
あ
る
。

世
界
の
文
学
の
未
来
を

先
導
す
る
の
は
誰
か

村
上
春
樹
か
ら
始
ま
っ
た
日
本
の
影
響
の

波
は
今
で
は
津
波
に
な
っ
て
い
る
。
村
上
は

ア
メ
リ
カ
の
作
家
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、

今
、
時
代
の
転
換
期
に
そ
の
恩
を
返
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
感
情
を
害
さ
な
い
よ
う
に
入

念
に
計
算
さ
れ
た
そ
の
書
評
か
ら
う
か
が
え

る
ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
の
誤
読
か
ら
は
未
来
が
透

け
て
見
え
る
。
世
界
の
文
学
の
未
来
を
先
導

す
る
の
は
も
は
や
ア
メ
リ
カ
や
ア
メ
リ
カ
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
日
本
や
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な

ら
ば
、
そ
れ
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

二
元
論
的
思
考
の
時
代
は
も
う
終
わ
っ
た
。

日
本
は
、
長
年
狭
間
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

刺
激
の
多
い
未
来
、
変
幻
自
在
な
可
能
性
と

幅
の
広
さ
を
併
せ
持
つ
未
来
を
担
う
に
は
適

任
で
あ
る
。
京
都
で
生
ま
れ
、
神
戸
で
育
ち
、

東
京
で
教
育
を
受
け
、
こ
れ
ま
で
の
57
年
の

人
生
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ア
メ
リ
カ
に
も
住

ん
で
い
た
こ
と
の
あ
る
村
上
は
、
自
覚
は
な

く
と
も
早
く
か
ら
そ
の
域
に
達
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

２
年
前
に
村
上
か
ら
聞
い
た
話
を
し
よ
う
。

70
年
代
初
頭
、
同
世
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が

興
じ
る
出
世
競
争
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
た

ば
か
り
の
こ
ろ
の
こ
と
。
東
京
で
ジ
ャ
ズ
喫

茶
を
開
店
す
る
た
め
に
妻
の
実
家
か
ら
借
金

を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

状
況
は
厳
し
い
う
え
に
、
さ
ら
に
厳
し
さ

を
増
し
て
い
た
。
そ
し
て
あ
る
夜
の
こ
と
。

す
か
ん
ぴ
ん
の
彼
は
若
い
妻
と
と
も
に
散
歩

に
出
か
け
、
当
面
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３
万
円
を
ど
う
や
っ
て
工
面
し
よ
う
か
と
思

案
し
て
い
た
。

「
突
然
２
人
は
立
ち
止
ま
っ
た
。
２
人
と
も

気
分
は
ど
ん
底
。
と
こ
ろ
が
、
地
面
に
封
筒

が
落
ち
て
い
る
で
は
な
い
か
。
な
か
に
は
１

万
円
札
が
３
枚
。
２
人
は
抱
き
合
っ
て
泣
い

た
。
将
来
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
明
日
の
目

処
は
た
っ
た
の
だ
か
ら
」

「
そ
れ
は
本
当
の
話
？
」
と
尋
ね
て
み
た
。

「
本
当
さ
」

こ
れ
が
彼
の
答
え
だ
っ
た
。a（

原
文
は
英
語
）
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村上春樹へのインタビュー、
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