
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
① 

「
小
説
に
書
か
れ
て
い
な
い
場
面
を
想
像
し
て
、
考
え
を
交
流
し
よ
う
」 (

東
京
書
籍)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
年 

 

組 
 

号
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

 
 

●
「
さ
ん
ち
き
」
で
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
、
感
想
の
も
ち
方
や
考
え
の
広
げ
方
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。 

○
「
三
吉
」
が
親
方
に
無
断
で
、
車
の
矢
に
自
分
の
名
を
彫
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
の
感
想
を
も
ち

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
感
想
に
つ
い
て
下
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

（
前
略
） 

車
大
工
は
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
車
が
作
れ
た
と
き
、

名
前
を
そ
っ
と
彫
っ
て
お
く
。
だ
か
ら
三
吉
も
彫
る
こ

と
に
し
た
。
親
方
と
お
か
み
さ
ん
が
寝
て
し
ま
う
の
を

待
っ
て
、
夜
中
に
そ
っ
と
起
き
出
し
て
き
た
。
彫
っ
て

し
ま
え
ば
、
こ
ち
ら
の
も
の
だ
。
な
ん
ぼ
親
方
が
怒
鳴

っ
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。 

字
に
は
、
あ
ま
り
縁
が
な
い
け
ど
、
平
仮
名
で
自
分

の
名
前
の
、 

 
 

さ 

ん 

き 

ち 

と
だ
け
は
、
ど
う
に
か
書
け
る
。 

道
具
箱
の
中
か
ら
の
み
を
取
っ
て
き
て
、
ろ
う
そ
く

の
明
か
り
を
頼
り
に
、
「
さ
」
の
字
か
ら
彫
り
始
め
た
。

カ
シ
の
木
は
堅
い
。
よ
く
研
い
で
あ
る
の
み
な
の
に
、

か
な
り
力
が
い
る
。
横
線
と
斜
め
下
へ
伸
び
る
線
は
、

何
と
か
う
ま
く
い
っ
た
が
、
丸
み
を
つ
け
る
と
こ
ろ
が

難
し
い
。
丁
寧
に
彫
り
込
み
た
い
け
ど
、
親
方
が
目
を

覚
ま
し
た
ら
た
い
へ
ん
だ
。
そ
れ
に
、
明
か
り
を
つ
け

て
お
く
と
物
騒
だ
。 

…
（
中
略
）
… 

三
吉
は
、
急
い
で
「
ん
」
の
字
に
取
り
か
か
っ
た
。

気
が
焦
っ
て
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
。

丸
い
所
が
角
張
っ
て
し
ま
っ
た
。
構
わ
ず
彫
り
進
む
。

鼻
の
頭
に
、
ぷ
つ
ぷ
つ
と
汗
が
吹
き
出
す
。 

続
い
て
三
字
目
も
彫
り
終
わ
り
、
残
る
は
あ
と
一
字

だ
け
に
な
っ
た
。
の
み
を
持
ち
直
し
て
彫
っ
て
い
く
。

「
何
し
て
る
ん
や
！
」 

い
き
な
り
親
方
の
怒
鳴
り
声
が
響
い
た
。 

(

後
略)

 

「
さ
ん
ち
き
」 

 

感 
 
 

想 

Ａ 

「
三
吉
」
は
、
親
方
に
隠
れ
て
、
車
の
矢
に

自
分
の
名
を
彫
っ
た
の
で
、
悪
い
と
思
う
。 

Ｂ 

「
三
吉
」
は
「
親
方
が
目
を
覚
ま
し
た
ら
た

い
へ
ん
だ
」
と
思
っ
て
い
る
し
、
「
親
方
が
怒

鳴
」
る
と
も
予
想
し
て
い
る
の
に
名
前
を
彫
っ

て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
彫
り
た
か
っ
た
の
だ
。 

Ｄ 

車
の
矢
に
名
前
を
彫
る
の
は
、
一
人
前
の
職

人
が
自
分
の
気
に
入
っ
た
車
を
作
っ
た
と
き

に
す
る
こ
と
だ
。
「
三
吉
」
は
初
め
て
車
の
矢

を
作
る
手
伝
い
を
し
て
、
満
足
の
い
く
も
の
を

作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
自
分
の

気
に
入
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
三
吉
」
は
、
当
然
の
行
い
と
し
て
名
前
を
彫

っ
た
。
親
方
の
怒
り
に
触
れ
る
の
も
覚
悟
の
上

で
。
そ
の
大
胆
さ
は
、
車
の
矢
を
確
か
に
自
分

が
作
り
上
げ
た
と
い
う
自
信
に
裏
う
ち
さ
れ

て
、
「
三
吉
」
を
無
謀
と
も
い
え
る
行
動
に
か

り
た
て
た
の
だ
。 

Ｃ 
「
三
吉
」
は
あ
ま
り
縁
の
な
い
文
字
を
、
親

方
に
隠
れ
て
、
怒
鳴
ら
れ
る
の
も
覚
悟
の
上
で

彫
っ
て
い
る
。
僕
な
ら
苦
手
な
字
を
書
こ
う
と

は
思
わ
な
い
し
、
怒
鳴
ら
れ
る
の
は
嫌
だ
か

ら
、
怒
鳴
ら
れ
る
と
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
し

な
い
。
で
は
、
「
三
吉
」
と
僕
を
分
け
る
も
の

は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
車
の
矢
を
確
か
に

自
分
が
作
り
上
げ
た
と
い
う
達
成
感
で
あ
り
、

自
信
で
あ
り
、
昂
揚
感
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
僕
に
は
そ
の
経
験
が
な
く
、
「
三

吉
」
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
の
だ
。 

こ
う
よ
う
か
ん 



※
Ａ
３
に
つ
な
げ
て
お
使
い
く
だ
さ
い 

▽
次
の
①
～
④
ま
で
の
説
明
は
、
上
の
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
の
感
想
の
ど
れ
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
か
。
あ
て
は
ま
る

記
号
を
（ 

 
 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

●
物
語
や
小
説
な
ど
の
文
学
的
な
文
章
を
読
ん
で
感
想
を
も
つ
と
き
に
気
を
付
け
る
こ
と
を
次
の
２
つ
に
ま
と

め
、
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
を
読
ん
で
感
想
を
交
流
す
る
学
習
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。 

 

１ 

場
面
の
展
開
や
、
心
情
や
情
景
を
表
す
言
葉
に
注
意
し
て
読
み
、
内
容
の
理
解
を
深
め
る
こ
と 

 

２ 

感
想
を
交
流
し
て
、
考
え
を
深
め
る
こ
と 

① 

（ 
 
 

）
の
感
想
は
、「
三
吉
」
が
車
の
矢
に

無
断
で
自
分
の
名
を
彫
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
三

吉
」
の
年
齢
や
置
か
れ
た
状
況
な
ど
の
条
件
を
全

く
考
え
ず
に
、
よ
い
悪
い
の
判
断
を
し
て
い
る
。

 

② 

（ 
 
 

）
の
感
想
は
、「
親
方
が
目
を
覚
ま
し

た
ら
た
い
へ
ん
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
や
「
親
方
が

怒
鳴
っ
て
も
」「
彫
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
ち
ら
の
も

の
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
根
拠
に
し
て
、「
そ
れ
ほ

ど
彫
り
た
か
っ
た
」
と
「
三
吉
」
の
気
持
ち
を
推

し
量
っ
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
文
章
の
言
葉

を
根
拠
に
し
て
感
想
を
導
い
て
い
る
と
言
え
る
。

 

③ 

（ 
 
 

）
の
感
想
は
、「
三
吉
」
と
自
分
を
比

較
し
、
自
分
だ
っ
た
ら
し
な
い
こ
と
を
「
三
吉
」

は
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
て
、
そ
の
理

由
を
考
察
し
て
い
る
。 

 

④ 

（ 
 
 

）
の
感
想
は
、「
三
吉
」
の
生
き
て
い

る
職
人
の
世
界
の
習
わ
し
を
押
さ
え
て
、
「
三
吉
」

が
車
の
矢
に
名
前
を
彫
る
に
い
た
っ
た
心
境
と
重

ね
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
現
実

に
は
「
一
人
前
」
に
は
程
遠
い
身
の
上
で
、
親
方

の
指
導
の
も
と
、「
初
め
て
」
車
の
矢
を
作
っ
た
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
親
方
が
責
任
を
も
っ
て
作
り

上
げ
て
い
る
車
に
無
断
で
自
分
の
名
を
刻
む
こ
と

が
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
が
分
か
っ
て
い

な
が
ら
、
や
っ
て
し
ま
う
と
い
う
「
無
謀
な
行
動
」

に
か
り
た
て
た
「
大
胆
さ
」
が
何
に
よ
る
も
の
か

考
察
し
て
い
る
。 

《
感
想
に
つ
い
て
の
説
明
》 

☛
人
物
の
行
動
に
つ
い
て
、
よ
い
悪
い
を
判
断
す
る

だ
け
で
は
、
感
想
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
人
物
の
年
齢
や
性
格
、
置
か
れ
た
状
況
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

☛
文
章
に
書
か
れ
た
言
葉
を
根
拠
に
し
て
考
え
を
ま

と
め
る
こ
と
は
大
切
で
す
。
そ
の
と
き
に
は
、
一

面
だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
総
合
的
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
根
拠
を
と
ら
え
る

よ
う
に
し
ま
す
。
Ｂ
の
感
想
は
、
登
場
人
物
の
欲

求
の
強
さ
は
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
欲
求
が
な

ぜ
起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。 

 

☛
自
分
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
共
通
点
や
相

違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
切
で
す
。
そ
の

上
で
、
自
分
が
も
っ
た
感
想
を
ま
と
め
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。 

 

☛
人
物
の
年
齢
や
性
格
、
職
業
や
生
活
習
慣
、
人
間

関
係
な
ど
、
人
物
に
つ
い
て
の
情
報
を
読
み
取
る

こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

・
人
物
像
＝
年
齢
、
性
格
、
習
慣
、
行
動
傾
向
… 

 

・
置
か
れ
た
状
況
＝
歴
史
的
状
況
、
社
会
的
状
況 

 
 
 
 
 
 
 
 

家
族
・
職
場
等
の
人
間
関
係
… 

 

☛
書
か
れ
た
出
来
事
を
「
無
謀
な
行
動
」
「
大
胆
さ
」

「
自
信
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
一
般
化
し
て
想

像
し
や
す
く
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
の
上
で

心
情
を
推
し
量
っ
た
り
、
出
来
事
の
原
因
を
考
察

し
た
り
す
る
と
感
想
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

《
感
想
を
も
つ
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
》 


