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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

力
を
信
じ
て

村
上
春
樹
の
「
読
み
方
」
を

多
く
の
人
に
提
示

近
現
代
の
日
本
文
学
を
専
門
と
す
る
宇

佐
美
先
生
は
、
現
在
、
主
に
二
つ
の
テ
ー

マ
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
村
上

春
樹
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
の
日
本

文
学
作
品
の
中
に
過
去
の
作
品
の
影
響
を

見
出
し
、
小
説
史
の
中
に
位
置
付
け
て
い

く
研
究
。

も
う
一
つ
は
、
小
説
は
も
ち
ろ
ん
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
な
ど
の
作
品
を
通
じ
て
「
人
は

な
ぜ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
の
か
」

を
考
察
す
る
研
究
だ
。
ど
ち
ら
も
私
た
ち

に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、

事
実
、
先
生
が
テ
レ
ビ
や
雑
誌
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
、
そ
し
て
講
演
な
ど
を
通
じ
て
一

般
の
方
々
に
意
見
を
届
け
る
機
会
は
多
々

あ
る
。

中
で
も
依
頼
の
多
い
テ
ー
マ
が
「
村
上

春
樹
」
と
の
こ
と
。
今
や
日
本
を
代
表

す
る
作
家
で
あ
る
村
上
春
樹
だ
が
、
そ
の

作
品
世
界
の
研
究
は
意
外
に
進
ん
で
い
な

い
、
と
先
生
は
語
る
。

「
村
上
春
樹
の
作
品
に
は 

〝
空
白
〞
が

多
い
、と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ス
ト
ー

リ
ー
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
読
み
手
に
委

ね
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
読
み
手
は
自
分
が

作
品
か
ら
何
を
感
じ
た
か
を
語
り
た
く
な

る
ん
で
す
ね
。
村
上
春
樹
を
取
り
上
げ
た

本
は
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
、
彼
の
作
品

を
〝
ど
の
よ
う
に
読
み
、
ど
う
評
価
し
た

ら
い
い
か
〞
を
提
示
す
る
も
の
は
あ
ま
り

な
い
。
僕
は
研
究
者
と
し
て
、
自
分
が
ど

う
感
じ
た
の
か
を
語
る
の
で
は
な
く
、
村

上
作
品
を
分
析
し
、
ど
の
よ
う
に
意
味
付

け
れ
ば
良
い
の
か
を
一
般
の
読
者
に
提
示

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

小
説
と
は
、「
仕
掛
け
」
の

複
合
体

先
生
に
よ
る
と
、「
何
を
求
め
る
の
か
」

に
よ
っ
て
村
上
春
樹
作
品
の
読
み
方
は
い

く
つ
も
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
洒
落
た

世
界
観
を
堪
能
す
る
。
あ
る
い
は
、
作
品

が
提
示
す
る
謎
に
自
分
な
り
の
答
え
を

探
っ
て
い
く
。
ま
た
は
、「
謎
は
必
ず
し
も

解
か
れ
な
く
て
も
い
い
」
と
い
う
癒
し
を

見
出
す
…
…
。

「
い
く
つ
も
の
解
釈
が
で
き
て
、
自
分

が
望
む
読
み
方
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
村

上
作
品
が
多
く
の
読
者
を
引
き
つ
け
る
理

由
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
」
こ
う
し
た
話

に
、
読
ま
れ
る
理
由
が
わ
か
っ
た
、
と
い

う
反
応
も
多
い
そ
う
だ
。「
け
れ
ど
、
村

上
春
樹
の
研
究
を
始
め
る
ま
で
は
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
や
講
演
の
依
頼
な
ん
て
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
先
生
は
笑
う
。

も
と
も
と
先
生
は
、
明
治
期
以
降
の
小

説
の
表
現
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
。「
文

明
開
化
以
降
、
日
本
の
小
説
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を

研
究
し
て
い
た
ん
で
す
」
小
説
は
、
無
数

の
仕
掛
け
の
積
み
重
ね
で
で
き
て
い
る
。

私
た
ち
は
現
実
的
に
は
自
分
の
気
持
ち
し

か
、
時
に
は
そ
れ
さ
え
も
つ
か
め
な
い
が
、

ひ
と
た
び
小
説
の
世
界
を
訪
れ
る
と
、
い

く
つ
も
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は

も
ち
ろ
ん
多
く
の
人
間
の
心
の
中
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
先
生
は
小
説
な
ら
で
は

の
登
場
人
物
の
心
の
見
せ
方
を
追
究
し
、

時
代
時
代
の
表
現
の
変
化
を
見
つ
め
て
き

た
。
そ
し
て
、多
く
の
作
品
が
影
響
し
合
っ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
関
係
性
の
中
に
「
小

説
表
現
の
変
遷
」
が
た
ど
れ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
き
た
の
だ
。

タ
テ
の
つ
な
が
り
・
ヨ
コ
の

つ
な
が
り
で
小
説
を
読
み
解
く

村
上
春
樹
作
品
に
つ
い
て
も
日
本
文
学

の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
先
生
は

語
る
。「
村
上
春
樹
は
長
い
間
〝
日
本
的

で
は
な
い
〞
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ

の
作
品
や
発
言
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、『
雨

月
物
語
』
で
知
ら
れ
る
上
田
秋
成
や
、
夏

目
漱
石
の
初
期
作
品
な
ど
、
日
本
文
学
の

影
響
も
強
く
受
け
て
い
て
、
作
品
の
中
に

過
去
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
日

本
文
学
の
表
現
が
息
づ
い
て
い
る
。
こ
う

し
た
発
見
を
す
る
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の

面
白
さ
で
す
」

村
上
作
品
の
中
に
日
本
文
学
の
「
タ
テ

ぎ
て
い
て
は
自
分
た
ち
は
生
き
て
い
け
な

い
、
と
い
う
風
潮
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
、
と
先
生
は
話
す
。
そ
れ
で
も

自
分
た
ち
は
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
死
に
つ
い
て
考
え
過
ぎ
て
も
仕
方

が
な
い
、
と
い
う
感
覚
を
、
現
代
で
支
持

さ
れ
る
作
家
た
ち
は
持
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
先
生
は
考
え
て
い
る
。

「
文
学
作
品
を
歴
史
と
い
う
〝
タ
テ
の

つ
な
が
り
〞、
時
代
と
い
う
〝
ヨ
コ
の
つ
な

が
り
〞
か
ら
考
察
し
て
い
く
と
、
作
品
同

士
の
思
わ
ぬ
共
通
点
や
、
そ
の
作
品
だ
け

が
持
つ
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
文
学
研
究
の

醍
醐
味
の
一
つ
で
す
ね
」

人
は
な
ぜ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
求
め
る
の
か

そ
し
て
今
、
先
生
は
研
究
対
象
を
小

説
か
ら
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
作
品
全
般
に
広
げ
、「
人
は
な
ぜ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
の
か
」
と
い
う

命
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
現
代
ほ
ど
、

他
者
へ
の
想
像
力
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
代
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
先
生
は

語
る
。
む
か
し
は
、
例
え
ば
男
性
は
男
性
、

武
士
は
武
士
で
あ
れ
ば
良
か
っ
た
。
け
れ

ど
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
し
た
現

代
で
は
、
自
分
と
は
異
な
る
性
や
障
が
い

者
、
外
国
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
存
在

の
気
持
ち
を
思
い
や
っ
て
行
動
す
る
こ
と

の
つ
な
が
り
」
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、

人
気
作
家
・
よ
し
も
と
ば
な
な
や
江
國
香

織
の
作
品
に
は
、
現
代
と
い
う
「
ヨ
コ
の

つ
な
が
り
」
を
見
出
せ
る
、
と
先
生
は
続

け
る
。「
彼
女
た
ち
に
は
、
理
由
の
わ
か

ら
な
い
死
や
、
誰
か
の
死
後
の
日
常
を
描

く
作
品
が
多
い
、
と
い
う
共
通
点
が
あ
り

ま
す
」
本
来
、
死
は
と
て
も
深
刻
な
テ
ー

マ
だ
。
文
学
で
は
長
ら
く
、
死
を
取
り

上
げ
る
際
に
は
そ
こ
に
至
る
理
由
を
し
っ

か
り
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
年
間

３
万
人
以
上
の
人
が
死
を
選
び
自
殺
が
珍

し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
時
代
の
中
で
、

一
つ
ひ
と
つ
の
死
を
深
刻
に
受
け
止
め
過
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が
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

の
想
像
力
を
養
い
、
鍛
え
る
た
め
に
、
最

も
優
れ
た
ツ
ー
ル
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
、

先
生
は
考
え
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
人
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
求

め
る
の
か
。「
お
金
や
食
べ
物
な
ど
、
物

質
的
な
も
の
だ
け
で
は
人
は
生
き
て
い
け

な
い
。
時
に
、
別
の
人
生
を
体
験
す
る
楽

し
さ
や
自
分
で
は
な
い
存
在
に
共
感
す
る

喜
び
を
味
わ
い
、
人
生
を
豊
か
に
ふ
く
ら

ま
せ
る
た
め
に
、
人
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の

が
現
時
点
で
の
答
え
で
す
。
け
れ
ど
、
こ

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
今
後
も
追
究
を
続

け
、
さ
ら
に
深
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
研
究
」

と
い
う
新
た
な
分
野
に
挑
戦

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
先
生
が
本
格
的

に
取
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
分
野
が

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
研
究
だ
。「
そ
ん
な
身
近

な
も
の
が
研
究
テ
ー
マ
に
な
る
の
？
」
と

感
じ
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
は
通
俗
的
な
も
の
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
一
般
的
に
あ
り
、
映
画
や
演
劇

と
比
べ
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
学
術
的
に
追
究

す
る
研
究
者
も
少
な
い
。
し
か
し
先
生
に

は
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
へ
の
偏
見
を
打
ち
破
り
た
い
、
と
い
う

思
い
が
あ
る
。

「
通
俗
的
か
ど
う
か
は
時
代
に
左
右
さ

れ
ま
す
。
人
気
子
役
・
芦
田
愛
菜
さ
ん
の

出
世
作
と
な
っ
た
『M

other

』の
よ
う
に
、

児
童
虐
待
な
ど
深
い
テ
ー
マ
を
扱
い
、
支

持
さ
れ
る
作
品
も
増
え
て
い
る
。
そ
ろ
そ

ろ
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
き
ち
ん
と
し
た
批
評

や
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き

だ
と
、
僕
は
考
え
ま
す
」
他
の
媒
体
に
は

な
い
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
長
所
は
、
圧
倒
的

に
長
い
時
間
を
使
っ
て
物
語
を
構
築
す
る

た
め
人
物
像
を
細
や
か
に
描
け
る
こ
と
、

と
先
生
は
続
け
た
。「
映
画
が
短
編
小
説

だ
と
す
れ
ば
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
長
編
小

説
。
そ
の
優
れ
た
点
を
、
も
っ
と
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

受
講
す
る
か
ら
に
は
理
解
し
て

ほ
し
い
、
楽
し
ん
で
ほ
し
い

先
生
の
お
話
に
は
、
読
書
好
き
・
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
好
き
な
ら
ぐ
ん
ぐ
ん
引
き
込
ま

れ
る
よ
う
な
引
力
が
あ
る
。
実
際
の
授
業

は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
一
番
大
切
に
し
て
い
る
の
は
学
生
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
う
先
生
の
本

気
度
は
、
半
端
な
も
の
で
は
な
い
。
受
講

生
が
１
０
０
人
以
上
い
る
授
業
で
は
毎
回

コ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
を
配
布
し
て
回
収
、
学

生
の
意
見
を
丹
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

「
こ
の
ポ
イ
ン
ト
が
難
し
か
っ
た
」
と
い
っ

た
声
が
あ
れ
ば
、
次
の
授
業
で
よ
り
わ
か

り
や
す
く
解
説
す
る
。「
受
講
す
る
か
ら

「
３
・
11
以
後
」
に
お
け
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
意
義

私
た
ち
は
２
０
１
１
年
３
月
11
日
、
東

日
本
大
震
災
に
遭
遇
し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
の

画
面
に
、
映
画
を
見
て
い
る
よ
う
な
感
覚

を
抱
い
た
人
も
少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

現
実
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
超
え
る
シ
ー
ン

を
目
の
当
た
り
に
し
た
今
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
存
在
意
義
と
は
何
か
、
先
生
に
伺
っ
た
。

村
上
春
樹
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
、
と
先
生
は
答
え
る
。「
現
在
の
私
た

ち
に
は
ソ
リ
ッ
ド
な
地
面
が
な
い
、
足
元
を

支
え
て
く
れ
る
し
っ
か
り
と
し
た
基
盤
が

な
い
、
と
」
ず
っ
と
続
く
と
思
っ
て
い
た
日

常
が
た
っ
た
一つ
の
、
し
か
し
大
き
な
出
来

事
で
揺
ら
ぐ
と
、
私
た
ち
は
と
て
も
混
乱

し
、
何
を
信
じ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く

な
る
。
だ
か
ら
、
現
実
は
一
つ
で
は
な
い
、

自
分
た
ち
の
世
界
は
時
に
揺
ら
ぐ
も
の
だ

と
提
示
す
る
、
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
存

在
意
義
だ
と
考
え
て
い
ま
す
、
と
先
生
は

言
い
、
続
け
た
。「
一
方
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
は
私
た
ち
に
力
を
与
え
て
く
れ
る
と
も
、

私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
味

わ
う
こ
と
で
培
っ
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、

困
難
な
事
態
に
遭
遇
し
た
私
た
ち
を
支
え

る
力
と
な
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
」
数
え
切

れ
な
い
ほ
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
向
き

合
っ
た
先
生
の
言
葉
に
は
、
行
き
先
に
迷

う
私
た
ち
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
よ
う

な
、
確
か
な
力
と
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
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■ 現在の研究テーマ
・ 村上春樹をはじめとする現代文学の小説史的研究
・ フィクションとしての小説研究
・ テレビドラマ研究

■ 高校生の頃の将来の夢は？
「夢」という、曖昧なビジョンはありませんでした。子ども
の頃はスポーツ選手に憧れていましたが、高校に入学して
勉強・スポーツともに現実を知り、堅実に将来を考えなけ
ればならないな……と思っていました。

■ どんな高校生でしたか？
5 種競技の選手として陸上競技部に所属。県大会で準優
勝するところまで行きましたが、ケガによる故障もあり、ス
ポーツの世界で身を立てることを断念しました。一方、高
校に入学するまで読書の習慣がなかったのですが、友人
の影響で図書館に通い始め、小説の世界を味わう楽しさ
を覚えるようになりました。

■ お勧めの本を3冊あげてください。
・ 『謎とき村上春樹』石原千秋（光文社新書）
・   『イメージを読む』若桑みどり（ちくま学芸文庫）
この2冊は、「フィクションを読む」ということを教えてく
れます。

・ 『なぜ人を殺してはいけないのか』小浜逸郎（洋泉社新書）
現代の日本人が、「倫理」とどう向き合うのかについて
考えさせられる本。10 代後半という年頃の皆さんに見
つめてほしいテーマです。

■ 大切な1冊
僕には、1冊の本との出会いで人生が変わったという体
験はありません。けれど研究者として歩む際に、三好行雄
さん、前田愛さんなど多くの先達から影響を受けました。

■ 高校生へのメッセージ
自分の「個性」と思っているものを一度疑ってみてくださ
い。「○○が好き」という気持ちも、自分の中でしっかり
と練ったものですか？　研究の世界では、鍛え抜かれた
ものにしか「個性」という言葉を使いません。ただの好き
嫌いを「個性」とは呼ばないのですよ。

現在はスポーツ
観戦が趣味。
写真は2006年
ドイツで開催さ
れた、サッカー・
ワールドカップの
会場にて

クロ
ーズ
アッ
プ

■ 宇佐美 毅（うさみ たけし）プロフィール
1958 年 2月26日、東京都生まれ。1976 年、宮城県仙台第一高等
学校卒業。1980 年、東京学芸大学教育学部卒業。1985 年、東京
大学大学院修士課程修了。1990 年、東京大学大学院博士課程単
位取得退学。中央大学文学部専任講師、同助教授を経て現職。
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先生のゼミに所属する学生と、研究の報告集。
楽しげな雰囲気が伝わってくる

■ 大切な1冊

宇佐美先生のおすすめの本




