
村
上
春
樹
の
世
界

「
風
」
の
吹
き
ぬ
け
る
風
景

1

村
上
春
樹

の
文
学

に

つ
い
て
は

こ
れ
ま

で
に
多

く

の
こ
と
が
語

ら
れ

て
い
る
。
都

市
を
視
点

に
す

え
た

都
市
感

覚

の
作

家

(川

村

三
郎
)
、
受

け
身

の
感
受

性

の
新

し

さ
に

つ
ら
な

る
作
家

(
吉
本

隆
明
)
、
自

閉

の
世
代

に
お
け

る
生
と
死

の
行
方
を
見

よ
う

と
す

る
視

点

(
加
藤

典
洋
)
、
O

F

F

の
感
覚

に
特
徴

を

見

よ
う
と
す

る
見
方

(
今
井

清
人
)
、

ニ
ヒ
リ

ズ

ム

の
黄

昏
を
見

よ
う

と
す

る
視

点

(
深
海

遥
)
、
混

迷

す

る
世
紀

末

に
お
け

る
生

の
回
復
を
見

よ
う

と
す
る

視
点

(
黒
古

一
夫
)
、
あ

る

い
は
作

品
世
界

の
根
底

に
死

の
水
脈

を
探

ろ
う

と
す
る
評
者

(竹

田
青

嗣
)

な
ど
、

そ

の
視
点

・
論
点

は
さ
ま
ざ
ま

で
あ

る
。
し

か
し
そ
う
し
た
多
岐

に
わ
た
る
評
者

に
共
通

し
て

い

る

の
は
、

村
上
春
樹

の
作

品
世
界

に
お
け

る
物

語
性

-

一
貫

し

た
筋

立

て
を
備

え

た
リ

ア

ル
な
物

語

1

の
不
在

で
あ

る
。
村

上
春
樹

の
作

品
は
、

一
二

を
除

い
て
そ

の
意
味

に
お
け
る
作
品
世
界
と

は
明
ら

か
に
異

な

っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
言
葉

の
断
片

(
フ

ラ
グ

メ

ソ
ツ
)

の
連
な

り
か
ら
構
成
さ
れ

る
乾

い
た

無
愛
想

な
文
体

は
、

日
常

の
言

語
感
覚

か
ら

そ
れ
ほ

ど

か
け
離

れ
た
も

の
で
は
な

い
が
、
理
屈

っ
ぽ

さ
と

教
訓

め

い
た
と

こ
ろ

に
は
ど
う
も
馴
染

め
な

い
と

い

う
読
者
も
多

い
。
活
字

に
よ
る
饒
舌
体

に
は

つ
い
て

行
け

な

い
と

い
う
指
摘
も
あ

る
。

そ
う
し
た
異
質
性

は
お
も

に
彼

の
文
体

に
特
徴

的

な
言
葉

の
記
号
化

の
傾
向

に
起

因
し

て
い
る

の
で
あ

る
が
、
作

者

は
そ

の
こ
と
に
き
わ

め
て
意
識
的

で
あ

る
。
作
者

に
よ

る
意
識
的

な
そ

の
企

て
の
背
景

に
見

え

る
も

の
は
、

い
わ
ば

「
近
代

」

の
崩
壊

に
対

す
る

深

い
洞
察

で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち

「
世
界
」

の
シ
ス

テ

ム
の
崩

壊

に
よ

っ
て
晒

け
出
さ
れ

た
現
実

に
私

た

ち
が

い
ま
直
面

し
て

い
る
と

い
う
認
識

で
あ

る
。

有

尾

形

国

治

効
な
解
決

を
持
ち
合
わ

せ
な

い
ま
ま

「
世
界
」

の
内

側

か
ら
噴

き
出
し

た
混
迷

と
不
安

の
中

に
い
ま
私

た

ち
が
迷
走

を
は
じ

め
て
い
る
と

い
う
自
覚

で
あ

る
。

そ

し
て
そ

の
状
況

の
複
雑

さ
と
深

刻
さ
を
表
現

の
世

界

に
写

し
出
そ
う
と
す

る
と
き
、
物
語

の
意
識
的

破

壊
を

と
も

な
う
新

た
な
表
現

世
界

の
獲
得

-ー

言

葉

の
記
号
化

と
饒
舌

の
技
法

は
、
作

者

に
と

(、
て

一
つ

の
必
然

で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

八
〇
年
代
以
降

の
シ

ラ
ケ
世
代

と
言
わ
れ

る
若
者

た
ち

に
共
感
を

も

っ
て

迎
え
ら

れ
た

の
も
、
作
者

の
そ
う
し

た
感
性

に
通

じ

て
い
る
も

の
が
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
し
て
世

代

を
接
す

る
両
者

に
お
い
て
共
振

し
合

っ
て
い
る

の
は
、

お
そ
ら

く
あ
ら
ゆ

る
意
味

に
お
け
る

「
世
界
」

に
対

す

る
失
望
感

で
あ
り
、
喪
失
感

で
あ
ろ
う
。

そ
こ

に

は
よ
り
多

く
よ
り
深
く
傷

つ
い
た
者

の
声
が

た
し
か

な
手
応

え
を
と
も
な

っ
て
響

い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
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れ

る
。

た
と
え
ば

「
風

の
歌
を
聴

け
」

は
空
虚
感
、
喪
失

感

に
満

ち
て

い
る
。
作
中
、
主

人
公

の

「
僕
」
が
文

章

や
人
生

に

つ
い
て
多

く

を
学

ん
だ

架
空

の
作
家

D

・
ハ
ー

ト

フ
ィ
ー

ル
ド

は
、

「
人
生

は
空

っ
ぽ

で

あ

る
」

と
言

い
切

る
。

ハ
ー
ト

フ
ィ
ー
ル
ド

の
こ

の

思

い
は
、

明
ら

か
に
作
老

の
そ
れ
と

二
重
映

し
に
な

っ
て

い
る
。

そ

し
て
そ
れ
は
明
る

い
も

の
で
は
な

い
。

し
か
し
決
し

て
暗

い
も

の
で
も
な

い
。

た
と
え
ぽ

微

か
な
ブ

ル
ー
の
色
調

に
彩

ら
れ
た
夜
明

け
前

の
透
明

な
風
景

を
想
起

さ
せ
る
。

そ
し

て
そ

の
透

明
感
は
作

中

に
登
場
す

る

「
風
」

の
存
在
を
想
起

さ
せ
、
そ

の

不
可
視

の
世
界

へ
の
想

い
を
、
し
き

り
に
誘
う
。

作

中

に
挿
入

さ
れ
て

い
る

ハ
ー
ト

フ
ィ
ー
ル
ド

の

作

品

「
火

星

の
井
戸
」

の
中

で
、
「
風
」

に

つ
い
て

次

の
よ
う
な
場
面
が

あ

る
。

そ
し

て
あ

る
時

、
彼

は
突
然

日

の
光

を
感
じ

た
。

横
穴

は
別

の
井

戸

に
結
ば
れ

て

い
た

の
だ
。
彼

は
井

戸
を

よ
じ

の
ぼ

り
、
再
び
地
上

に
出
た
。
彼

は
井
戸

の
縁

に
腰
を

下
ろ
し
、
何

ひ
と

つ
遮

る
も

の
も

な

い

荒
野
を
眺

め
、

そ
し

て
太
陽

を
眺

め
た
。
何

か
が
違

っ
て
い
た
。

風

の
匂

い
、
太
陽

…
…
…
大
陽

は
中
空

に
あ

り
な
が

ら
、
ま

る
で
夕
陽
乗

せ

よ
う

に
オ

レ
ン

ジ
色

の
巨
大
な
塊
と
化

し
て

い
た

の
だ
。

「
あ

と

25
万
年

で
太
陽

は
爆
発

す

る
よ
。

パ
チ

ソ

…
…
…
O

F
F
さ
。
25
万
年
。

た

い
し
た
時
間
じ

ゃ

な

い
が

ね
。
」

風
が
彼

に
向

か

っ
て
そ
う
囁

い
た
。

「
私

の
こ
と
は
気

に
し
な

く
て

い
い
。

た
だ

の
風

さ
。

も

し
君
が

そ
う
呼
び

た
け

れ
ぽ

火
星
人
と
呼

ん
で
も

い
い
。
悪

い
響
き
じ

ゃ
な

い
よ
。
も

っ
と
も
、
言
葉

な

ん
て
私

に
は
意
味
が

な

い
が

ね
。
」

「
で
も
、
し

ゃ
べ

っ
て
る
」

「
私
が
?

し

ゃ
べ

っ
て

い
る

の
は
君

さ
。
私

は
君

の
心

に

ヒ
ン
ト

を
与

え

て

い
る
だ

け

だ

よ
。
」
(
32

章
)青

年

に
は

「
風
」

は
見
え
な

い
。

し
か
し

「
風
」

は
確

か
な
存
在
感

を
も

っ
て
青
年

と
対
話

を
交
わ

し

て

い
る
。

問
題

は

こ

の

「
風
」

で
あ

る
。
「
風
」

と

は
な

ん

な

の
か
?

一
体

何
者
な

の
か
?

読

者

に
よ

っ
て

い
ろ

い
ろ
な
解
釈

が
試

み
ら

れ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
人
間
が
も

っ
て
生
ま
れ

た
宿
命

を

「
風
」

に
譬
え

て

い
る
と

い
う
解

釈

が

あ

る
。
確

か

に

「
僕
」
も

「
鼠
」
も

そ
れ

ぞ
れ

の

「
風
」

に
吹

か
れ

て

い
る
。

「
小
指

の
な

い
女

の
子
」

は

「
悪

い
風
」

に
吹

か
れ

て
不
幸

な
生

き
方

か
ら
逃

れ
ら
れ
な

い
で
い
る
こ
と

も
確

か
で
あ

る
。

と
す

れ
ぽ
、
「
風
」

は
人

間

の
宿

命

あ

る
い
は
運
命

と
解
釈
す

る
こ
と
が

可
能

で
あ

る
。

「
風
」

は
作

者
独
特

の
謎

め

い
た
記

号
文

体

の

一
つ

(
仕
掛

け
ロ

メ

ッ
セ
ー
ジ
)

で
あ

る
と

す

る
説

も
あ

る
。
あ

る

い
は
日
常

の
瑣
末

な
出
来

事
を
裏
側

で
密

か

に
演
出

す
る

「
本
質
」

の
意

で
あ
ろ
う
と

い
う
解

釈
も
あ

る
。

ま
た

「
風
」

に
象
徴

さ
れ

る
の
は
、
宇

宙
的
視
点

で
あ

る
と

い
う
解

釈
が

あ

る
。
す

な
わ
ち

ユ
ン
グ

の
学

説

か

ら

の
応

用

で
、
集

合
的

無

意

識

(
i
d

o
)

に
お
け

る

「
同
期
性
」
(
シ
ソ
ク

ロ

ニ
シ

ィ
テ
イ
)

の
視
点

の
設
定

で
あ
る
と
す

る
解
釈

で
あ

る
。
鋭

く
大
胆
な

こ
れ
ら

の
試

み
の
中

で
、

は
た
し

て
ど

の
解

釈
が

よ
り
正
確

で
あ

る
の
か
、
あ

る

い
は

正
確

で
な

い
の
か
は
ま

っ
た
く
見
当
が

つ
か
な

い
。

し
か
し

「
風
」
を
ど

の
よ
う

に
読

み
取

り
解

釈
す

る

の
か
が

、
村
上
春
樹

の
文
学
世
界
を

理
解

す
る

に
あ

た

っ
て
の
第

一
の
関
門

で
あ

る
こ
と
だ
け
は
確

か
な

よ
う

で
あ

る
。
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