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こ
の
物
語
の
主
題
（
読
者
に
伝
え
た
い

こ
と
）
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

一
般
化
す
る
と
、 

文
中
の
「
坂
」「
海
」「
海
鳥
」
は
、 

ど
ん
な
言
葉
に
言
い
換
え
る
こ
と
が 

で
き
ま
す
か
。 

三
つ
の
場
面
を
そ
れ
ぞ
れ
一
言
で 

ま
と
め
る
と
、
ど
ん
な
場
面
で
す
か
。 

「
～
す
る
少
年
」
な
ど
、
語
尾
を
「
少
年
」

に
し
て
表
し
ま
し
ょ
う
。 

「
必
ず
海
に
行
き
つ
い
て
見
せ
る
」
と

少
年
が
強
い
意
志
を
も
て
た
の
は
、 

な
ぜ
で
す
か
。 

少
年
が
あ
き
ら
め
か
け
た
と
こ
ろ
は 

ど
こ
で
す
か
。 

「
―
―
あ
の
坂
を
の
ぼ
れ
ば
、 

海
が
見
え
る
。」
に
対
し
て
、 

一
場
面
に
は
、「
子
守
歌
の
よ
う
に
」
と 

「
呪
文
の
よ
う
に
」
と
二
つ
の
比
喩
が 

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
少
年
の 

ど
の
よ
う
な
心
情
の
が
表
れ
で
す
か
。 

あ
の
坂
を
の
ぼ
る
「
と
」
で
は
な
く 

あ
の
坂
を
の
ぼ
れ
「
ば
」
と
あ
る
の
は 

少
年
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を 

表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

少
年
の
目
的
は
何
で
す
か
。 

自
分
が
よ
く
分
か
ら
な
い
言
葉
や 

難
し
い
言
葉
を
国
語
辞
典
で 

六
つ
調
べ
ま
し
ょ
う
。 

 こ
の
物
語
の
主
人
公
は
少
年
で
す
。 

主
人
公
の
定
義
は
何
で
す
か
。 

 

坂 
 

→
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

 

海 
 

→
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

 

海
鳥 

→
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

一
場
面
…
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
少
年 

 

二
場
面
…
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
少
年 

 

三
場
面
…
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
少
年 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
か
ら 

（ 
 

）
ペ
ー
ジ
の
（ 

 
 
 

）
行
目
の
、 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
の
と
こ
ろ
。 

子
守
歌
の
よ
う
に 

→
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

 

呪
文
の
よ
う
に 

 

→
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
こ
と
。 

①
（ 

 
 
 
 
 

） 

意
味
【 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

】 

 

②
（ 

 
 
 
 
 

） 

意
味
【 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

】 

 

③
（ 

 
 
 
 
 

） 

意
味
【 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

】 

 

④
（ 

 
 
 
 
 

） 

意
味
【 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

】 

 

⑤
（ 

 
 
 
 
 

） 

意
味
【 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

】 

 
⑥
（ 

 
 
 
 
 

） 

意
味
【 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

】 

物
語
を
通
し
、
主
役
の
（ 

 
 
 
 
 

）
が
（ 

 
 
 
 
 
 
 

）
こ
と
。 

あ
の
坂
を
の
ぼ
れ
ば 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 



風
景 

純
銀
モ
ザ
イ
ク 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 
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な
ぜ
「
風
景 

純
銀
モ
ザ
イ
ク
」
と
い
う 

タ
イ
ト
ル
な
の
か
、
自
分
な
り
の 

考
え
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

※
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
意
味
を
国
語
辞
典
で 
 
 

調
べ
て
か
ら
考
え
る
。
色
ん
な
解
釈
が 
 
 

あ
る
の
で
、
自
由
に
考
え
て
よ
い
。 

「
病
ん
で
い
る
」
は
色
だ
け
で
な
く
、 

形
も
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。 

「
や
め
る
は
ひ
る
の
つ
き
」
は
、 

「
病
め
る
は
昼
の
月
」
で
す
。 

昼
の
月
は
何
色
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
詩
の
中
に
は
、
昼
の
月
と 

対
比
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
何
で
、
何
色
で
し
ょ
う
。 

三
つ
の
中
で
一
番
強
調
し
た
い
の
は 

「
や
め
る
は
ひ
る
の
つ
き
」
で
す
。 

ど
の
よ
う
な
理
由
が 

考
え
ら
れ
ま
す
か
。 

「
か
す
か
な
る
む
ぎ
ぶ
え
」 

「
ひ
ば
り
の
お
し
ゃ
べ
り
」 

「
や
め
る
は
ひ
る
の
つ
き
」 

意
識
は
だ
ん
だ
ん
ど
ち
ら
に 

向
か
っ
て
い
ま
す
か
。 

書
い
て
あ
る
四
つ
の
言
葉
は
、 

そ
れ
ぞ
れ
、
目
と
耳
の
ど
ち
ら
に 

う
っ
た
え
か
け
て
い
る
で
し
ょ
う
。 

同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、 

ど
の
よ
う
な
様
子
を 

表
現
し
て
い
ま
す
か
。 

全
部
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と
で
、 

ど
の
よ
う
な
印
象
を 

読
者
に
与
え
て
い
ま
す
か
。 

こ
の
詩
に
は
ど
ん
な 

の
特
ち
ょ
う
が
あ
り
ま
す
か
。 

こ
の
詩
は
、 

何
連
構
成
の
詩
で
し
ょ
う
か
。 

 

昼
に
見
え
る
月
は
、
形
が
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
か
ら
。 

昼
の
月  

 

… 

（ 
 
 
 

）
色 

  

（ 
 
 
 

） 

… 

（ 
 
 
 

）
色 

三
つ
の
中
で
一
番
最
後
に
出
て
来
る
か
ら
。 

 

強
調
し
た
い
名
詞
を
最
後
に
置
く
（ 

 
 
 
 
 

）
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
。 

 

「
や
め
る
は
ひ
る
の
つ
き
」
の
「
は
」
は
助
詞
で
、（ 

 
 
 
 
 

）
は
た
ら
き 

が
あ
る
か
ら
。
※
国
語
辞
典
で
「
は
」
を
調
べ
て
み
よ
う
。 

 

か
す
か
な
る
む
ぎ
ぶ
え 

 

ひ
ば
り
の
お
し
ゃ
べ
り 

 

や
め
る
は
ひ
る
の
つ
き 

 

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な 

→ 

（ 
 

） 

か
す
か
な
る
む
ぎ
ぶ
え 

→ 

（ 
 

） 

ひ
ば
り
の
お
し
ゃ
べ
り 
→ 

（ 
 

） 

や
め
る
は
ひ
る
の
つ
き 

→ 
（ 

 

） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
が
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
様
子 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
印
象 

全
部
、
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
。 

繰
り
返
し
（ 

 
 
 
 
 
 
 

）
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
連
の
（ 

 

）
行
目
だ
け
違
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
連
が
全
て
（ 

 

）
文
字 

×
 

（ 
 

）
行
で
書
か
れ
て
い
る
。 

（ 
 

）
連
構
成 

意
識
は
だ
ん
だ
ん
と 

（ 
 
 

）
の
方
へ
向
か
っ
て
い
る 


