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［実践 1］古典世界に誘うための「フック」と「問い」
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へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

有
田
祐
輔
（
大
阪
府
立
茨
木
高
等
学
校
）

1　

好
き
な
も
の
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う

「
古
典
好
き
」
を
増
や
す
た
め
に
、
古
典
の
文
学
的
な
面
白
さ
や

奥
深
さ
に
つ
い
て
正
面
突
破
で
大
熱
弁
し
て
も
、
も
と
も
と
古
典

に
好
意
を
持
っ
て
い
な
い
生
徒
に
は
響
か
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
、
プ
ロ
野
球
好
き
の
私
が
、
野
球
に
関
心
の
な
い
友
人
の
興
味

関
心
を
喚
起
し
た
い
の
な
ら
ば
、
ま
ず
は
友
人
が
今
持
っ
て
い
る

興
味
関
心
に
寄
り
添
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

が
好
き
な
人
に
は
お
し
ゃ
れ
な
デ
ザ
イ
ン
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
た
り
、
音
楽
ラ
イ
ブ
で
盛
り
上
が
る
の

が
好
き
な
人
を
思
い
切
っ
て
ス
タ
ジ
ア
ム
に
連
れ
て
行
っ
て
み
た

り
、
相
手
の
「
今
の
興
味
関
心
」
に
引
っ
掛
か
る
「
フ
ッ
ク
」
を

仕
掛
け
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
、
段
階
的
に
、
野

球
競
技
の
世
界
に
引
っ
張
っ
て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
終
的

に
目
指
す
の
は
、
そ
の
友
人
が
野
球
と
い
う
競
技
「
そ
の
も
の
」

の
魅
力
や
奥
深
さ
を
知
り
、
そ
の
も
の
を
好
き
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

私
に
と
っ
て
、
野
球
を
勧
め
る
こ
と
と
、
古
典
の
興
味
関
心
を

喚
起
す
る
こ
と
と
は
、「
好
き
な
も
の
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
」

と
い
う
点
で
同
じ
で
す
。
古
典
の
授
業
で
も
、
生
徒
が
今
持
っ
て

い
る
興
味
関
心
に
引
っ
掛
か
り
そ
う
な
「
フ
ッ
ク
」
を
仕
掛
け

て
、
少
し
ず
つ
、
古
典
そ
の
も
の
の
面
白
さ
に
つ
な
げ
て
い
き
ま

す
。
彼
ら
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
感
性
、
今
あ
る
知
識
の
枠
の
中

で
、
彼
ら
の
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
並
走
し
続
け
る
、
と
い
う
の
で

は
な
く
、
ど
こ
か
で
グ
イ
ッ
と
違
う
コ
ー
ス
に
引
っ
張
っ
て
い
っ

て
、
新
し
い
世
界
を
見
せ
る
こ
と
、
自
分
か
ら
は
ア
ク
セ
ス
し
て

こ
な
か
っ
た
外
の
世
界
に
引
っ
張
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
野
球
で
あ
れ
古
典
で
あ
れ
、
ど
う
し
て
も
好
き
に

な
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
、
仕
方
の
な

い
こ
と
で
す
。
私
は
い
つ
も
、
あ
わ
よ
く
ば
一
コ
マ
あ
た
り
一
人

実
践
1

古
典
世
界
に
誘
う
た
め
の

「
フ
ッ
ク
」
と
「
問
い
」

の
興
味
関
心
が
喚
起
で
き
れ
ば
十
分
だ
と
思
っ
て
授
業
を
組
み
立

て
て
い
ま
す
。
一
コ
マ
あ
た
り
た
っ
た
一
人
で
も
、
週
二
コ
マ

の
授
業
を
指
導
要
領
の
定
め
る
標
準
時
数
ぶ
ん
実
施
す
れ
ば
、
約

七
〇
回
な
の
で
、
四
〇
人
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
一
人
に
つ
き
年
間

約
二
回
ず
つ
、
そ
の
興
味
関
心
を
喚
起
で
き
る
計
算
に
な
り
ま
す

（
明
ら
か
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
計
算
で
す
が
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で
授

業
に
臨
む
方
が
、
よ
い
意
味
で
余
裕
を
も
っ
て
、
や
わ
ら
か
い
表
情
で
授

業
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
）。

2　
「
フ
ッ
ク
」
と
「
問
い
」

幸
い
、
古
典
に
は
フ
ッ
ク
の
仕
掛
け
所
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。

『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』「

東
あ
づ
ま

下く
だ

り
」
で
あ
れ
ば
、「
あ
づ
ま
」
の
語
源
を
説

明
す
る
際
に
ゲ
ー
ム
や
漫
画
の
世
界
で
「
倭
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
（
日
本
武
尊
）」

を
知
っ
て
い
る
生
徒
を
ひ
き
つ
け
た
り
、「
乾か
れ

飯い
ひ

」
を
作
っ
て
い
っ

て
授
業
時
間
中
に
ふ
や
か
し
て
食
べ
て
み
た
り
（
涙
の
塩
分
濃
度

を
ス
マ
ホ
で
検
索
さ
せ
て
、
そ
の
場
で
食
塩
水
を
作
っ
て
か
ら
授
業
を
始

め
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
）
…
…
。
さ
ら
に
深
堀
り
し
て
、「
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
が
『
あ
づ
ま
は
や
』
と
嘆
く
の
は
足あ
し

柄が
ら

の
坂
で
す
。
坂
は

〈
内
／
外
〉〈
此し

岸が
ん

／
彼ひ

岸が
ん

〉
の
境
界
と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ

で
彼
は
白
い
鹿
の
姿
を
し
た
神
に
出
く
わ
し
ま
す
。
ア
ニ
メ
映
画

『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
で
千
尋
と
両
親
が
異
世
界
に
迷
い
込
む

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
も
「
坂
」。
両
親
は
異
界
の
も
の
を
食
べ

て
豚
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
黄よ
も
つ
へ
ぐ
い

泉
戸
禊
で
黄よ

み泉
の
国
の
住
人
に

な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
と
重
な
り
ま
す
。」
と
、
他
の
作
品
に
つ
な
げ

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
乾
飯
に
つ
い
て
は
、「
災
害
備
蓄
品
の
ア

ル
フ
ァ
化
米
は
ま
さ
に
乾
飯
で
す
。
こ
れ
は
家
で
も
作
る
こ
と
が

で
き
ま
す
よ
。
四
日
ほ
ど
か
か
る
古
式
ゆ
か
し
い
天
日
干
し
の
方

法
と
、
オ
ー
ブ
ン
を
使
っ
て
一
二
〇
分
ほ
ど
で
簡
単
に
作
れ
る
レ

シ
ピ
を
紹
介
す
る
の
で
、
ぜ
ひ
家
で
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と

勧
め
て
み
る
の
も
面
白
い
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
か
ら
話
を
展
開
す
る
だ
け
だ

と
、
ど
う
し
て
も
一
方
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
生
徒

が
「
主
体
的
に
」
古
典
の
面
白
さ
に
「
気
づ
く
」
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
私
は
「
段
階
的
に
問
い
を
重
ね
る
」
と
い
う
手
法
を
用

い
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
以
下
に
、
二
つ
の
具
体
的
な
実
践
例

を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
各
実
践
例
で
は
ど
の
よ
う
に
問
い
を
重
ね

て
い
く
の
か
を
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
た
め
に
、
発
問
内
容

を
具
体
的
に
お
示
し
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
学
校
で
シ
ラ
バ
ス
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上
の
制
約
、
時
間
的
な
制
約
、
学
習
到
達
度
の
制
約
（
大
学
受
験

を
見
据
え
た
指
導
が
必
要
な
場
合
、
体
系
的
な
文
法
学
習
や
、
入
試
対
策

的
な
こ
と
も
絡
め
な
が
ら
、
授
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
で
き
る
だ
け
時
間
を

圧
迫
し
な
い
形
で
で
き
る
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

 

実
践
例
1 　
「
日
曜
朝
」
か
ら
「
名
乗
り
口
上
」
へ　

高
校
一
年
生

『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』「
木き

曽そ

の
最さ
い

期ご

」

木
曽
（
源
）
義よ
し

仲な
か

「
昔
は
聞
き
け
ん
も
の
を
…
…
」、
今い
ま

井い

四し

郎ろ
う

兼か
ね

平ひ
ら

「
日
ご
ろ
は
音
に
も
聞
き
つ
ら
ん
、
…
…
」
の
名
乗
り
口

上
に
つ
い
て

問
1
「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
日
曜
朝
の
戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
ド
ラ
マ
や
変

身
ヒ
ロ
イ
ン
ア
ニ
メ
を
観
て
い
た
人
は
、
何
を
観
て
い
ま
し

た
か
。」

問
2
「
彼
／
彼
女
ら
は
、
変
身
し
た
後
、
名
乗
り
を
上
げ
て
か
ら

戦
い
に
挑
み
ま
す
ね
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本
の
戦

隊
ヒ
ー
ロ
ー
ド
ラ
マ
が
リ
メ
イ
ク
さ
れ
た
際
に
は
、
現
地
の

製
作
陣
が
『
な
ぜ
日
本
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
戦
闘
前
に
悠
長
に
名

乗
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
間
に
や
ら
れ
て
し
ま

う
じ
ゃ
な
い
か
。』
と
指
摘
し
た
そ
う
で
す
。
元げ
ん

寇こ
う

の
際
に

は
名
乗
り
を
上
げ
ず
に
攻
め
込
ん
で
く
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
苦

戦
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
な
ぜ
名
乗
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。」

問
3
「
味
方
と
敵
に
向
か
っ
て
大
声
で
名
乗
り
を
上
げ
た
の
は
、

誰
が
誰
を
打
ち
倒
し
た
の
か
が
、
そ
の
後
の
論ろ
ん

功こ
う

行こ
う

賞し
ょ
うに

関

わ
っ
た
た
め
で
す
。
さ
て
、
で
は
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う

に
名
乗
っ
て
か
ら
戦
い
に
挑
み
ま
す
か
。
隣
の
人
と
二
分
ほ

ど
で
「
名
乗
り
合
い
」
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。」

問
4
「
名
乗
り
の
中
で
は
、
名
前
以
外
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言

い
ま
し
た
か
。
何
人
か
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。」

問
5
「
で
は
、
義
仲
、
兼
平
は
ど
の
よ
う
に
名
乗
り
口
上
を
上
げ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
単
語
帳
と
文
法
書
を
使
っ
て
、
訳
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。」

問
6
「
戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
っ
て
、
か
っ
こ
い
い
ス
ー
ツ
を
着
て
い
ま

す
よ
ね
。
で
は
、
義
仲
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
名
乗
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
名
乗
ら
れ
た
敵
方
は
ど
ん
な
反
応

を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
教
科
書
や
便
覧
の
カ
ラ
ー
資
料

を
参
考
に
し
な
が
ら
「
木き

曽そ

左さ

馬ま
の

頭か
み

、
／
…
…
／
大だ
い
お
ん
じ
や
う

音
声
を

挙
げ
て
名
乗
り
け
る
は
、」
ま
で
を
、
文
法
事
項
に
留
意
し

な
が
ら
「
一
条
次
郎
／
…
…
／
と
ぞ
進
み
け
る
」
ま
で
を
読

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。」

※
こ
れ
ら
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、
武
士
の
名
乗
り
口
上
に
つ
い

て
知
る
と
同
時
に
、
過
去
推
量
・
現
在
推
量
の
助
動
詞
や
、
逆

接
確
定
の
接
続
助
詞
な
ど
の
文
法
事
項
、
武
士
の
装
束
に
つ
い

て
も
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
口
語
訳
を

作
っ
た
り
、
単
純
に
本
文
の
記
述
か
ら
カ
ラ
ー
資
料
に
飛
ん
で

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
彼
ら
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ

て
、
そ
こ
か
ら
問
い
を
重
ね
る
こ
と
で
古
典
世
界
に
引
っ
張
っ

て
い
く
と
、
彼
ら
自
身
の
問
い
と
し
て
主
体
的
に
作
品
を
読
み
、

新
た
な
世
界
に
触
れ
て
、
新
た
な
面
白
さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

実
践
例
2 　
「
わ
た
し
の
春
」
か
ら
「
清せ
い

少し
ょ

納う
な

言ご
ん

の
斬
新
さ
」
へ　

高
校
二
年
生

『
枕
ま
く
ら

草の
そ
う

子し

』「
中ち
ゅ
う
な
ご
ん

納
言
参
り
給
ひ
て
」「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た

る
を
」
の
導
入
と
し
て

問
1
「
皆
さ
ん
は
「
春
」
と
い
え
ば
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。」

 

【
タ
ブ
レ
ッ
ト
やW

i-Fi

に
接
続
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
が
あ
れ
ば
、

そ
の
場
で
ア
ン
ケ
ー
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
リ
ン
ク
を
付
け
た

メ
ー
ル
を
送
信
し
、
回
答
さ
せ
る
と
、「
ラ
イ
ブ
感
」
が
あ
り
、

多
く
の
意
見
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
面
白
い
で

す
。
そ
の
際
、
で
き
れ
ば
回
答
結
果
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し

て
そ
の
場
で
意
見
を
共
有
し
ま
す
。
過
去
の
回
答
例
は「
桜
」

「
新
生
活
」「
新
学
年
」「
入
学
」「
卒
業
」「
た
ん
ぽ
ぽ
」「
花

粉
症
」「
鰆さ
わ
ら」「

プ
ロ
野
球
の
開
幕
」
…
…
、
特
に
「
桜
」
が

多
い
で
す
。】

問
2
「
皆
さ
ん
の
回
答
に
は
四
季
折
々
の
景
物
、行
事
、旬
の
食
材
、

「
物
」
が
多
い
よ
う
で
す
。『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』

で
も
、
春
の
歌

の
半
数
以
上
が
「
桜
（
花
）」
を
詠
ん
で
お
り
、
春
上
か
ら

春
下
の
四
九
番
〜
八
九
番
の
「
桜
の
大
歌
群
」
が
あ
る
ほ
ど

で
す
。『
古
今
』
の
春
の
歌
に
は
他
に
「
霞
」「
鶯
」「
柳
」「
山

吹
」
な
ど
も
詠
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
、
四
季
を

感
じ
る
「
物
」
で
す
ね
。
で
は
、
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
で

は
、「
春
は
」
何
で
し
た
か
。」
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問
3「「
春
は
あ
け
ぼ
の
」で
す
ね
。「
あ
け
ぼ
の
」と
は
何
で
し
ょ

う
か
。
単
語
帳
や
辞
書
を
使
っ
て
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。」

問
4
「『
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
始
め
る
こ
ろ
』
の
よ
う
な
説
明

が
出
て
き
ま
し
た
ね
。
こ
れ
は
、「
物
」
で
は
な
く
て
「
時

間
」
で
す
。
い
か
に
も
春
ら
し
い
も
の
で
は
な
く
、
時
間
帯

を
持
ち
出
し
た
。
こ
こ
に
、
清
少
納
言
ら
し
さ
、「
非
凡
さ
」

「
斬
新
さ
」
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、春
と
あ
け
ぼ
の
（
朝
）

の
取
り
合
わ
せ
は
、
季
節
を
無
視
し
た
、
品
格
の
な
い
取
り

合
わ
せ
で
は
な
い
の
で
す
。『
枕
草
子
』
の
約
一
〇
〇
年
前

に
作
ら
れ
た
勅
ち
ょ
く

撰せ
ん

和
歌
集
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文
、「
仮

名
序
」
に
は
、か
つ
て
の
帝み
か
どた
ち
が
「
春
の
は
な
の
あ
し
た
」

に
歌
を
詠
ま
せ
た
、
と
言
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
春
と

朝
の
組
み
合
わ
せ
は
ち
ゃ
ん
と
、
雅み
や
びな

取
り
合
わ
せ
だ
っ
た

の
で
す
。
み
ん
な
が
当
た
り
前
に
思
い
浮
か
べ
る
も
の
で
は

な
い
、
斬
新
な
も
の
を
持
ち
出
し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
、
実

は
古
典
（
清
少
納
言
に
と
っ
て
、『
古
今
』
は
す
で
に
古
典
で
す
）

を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
非
凡
さ
や
、
機
知
が
、
他
の
章
段

に
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。「
中
納
言
〜
」「
雪
の
い
と
高

う
〜
」
に
も
清
少
納
言
ら
し
さ
が
見
ら
れ
て
面
白
い
の
で
、

早
速
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
今
の
説
明
の
多

く
の
部
分
は
山
本
淳
子
さ
ん
の
『
枕
草
子
の
た
く
ら
み
』（
朝

日
新
聞
出
版
、 

二
〇
一
七
年
）
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

『
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
宏
子
さ
ん
の
『「
古
今

和
歌
集
」
の
想
像
力
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
八
年
）
を

参
考
に
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。」

※
「
中
納
言
〜
」「
雪
の
い
と
高
う
〜
」
は
、
二
方
面
へ
の
敬
意

や
助
動
詞
な
ど
の
重
要
文
法
事
項
が
多
く
、
難
し
い
の
で
、
導

入
時
点
で
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
よ
う
と
思
え
る
よ
う
に
工
夫
し

て
い
ま
す
（
私
は
現
代
文
は
「
ま
と
め
」、
古
典
は
「
導
入
」
が
肝
心

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
）。
ま
た
、
興
味
関
心
を
持
っ
た
生
徒
を
よ

り
「
デ
ィ
ー
プ
な
」
古
典
の
世
界
に
誘
え
る
よ
う
に
、
自
分
が

参
考
に
し
た
図
書
は
で
き
る
だ
け
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

森
木
三
穂
（
鶴
岡
工
業
高
等
専
門
学
校
）

1　

自
ら
主
体
的
に
魅
力
を
発
見
す
る

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
は
「
探
求
す
る
と
か
学
ぶ

と
か
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
全
体
と
し
て
、
想
起
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
」（『
メ
ノ
ン
』）
と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
の
魂
は
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
す
で
に
学
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
勇
気
を
も
っ
て
探

求
し
、倦
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
、一
つ
の
想
起
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
自
ら
他
の
こ
と
も
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
と
。

古
典
文
学
を
学
ぶ
難
し
さ
の
一
つ
に
、
作
品
を
理
解
す
る
た
め

に
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
な
ぞ
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
内
に
散
り
ば

め
ら
れ
た
当
時
の
文
化
や
価
値
観
な
ど
を
含
め
て
読
む
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
作
品
の
魅
力
に
気

づ
く
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
す
が
、
そ
の
情
報
量
は
多
く
、

時
代
を
超
え
た
価
値
観
の
共
有
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
古
来
人
々
は
作
品
を
よ
り
楽
し
む
た
め
に
、
そ
れ
ら
の

要
素
を
含
ん
だ
多
様
な
表
現
方
法
に
よ
っ
て
享
受
し
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
「
国こ
く

宝ほ
う

源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

絵え

巻ま
き

」
は
『
源
氏
物
語
』
を
絵
画
化

し
た
逸
品
で
す
。
文
字
表
現
を
絵
画
化
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
文

化
や
風
習
を
視
覚
的
に
描
き
、
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
冊
子
絵
や
屛
風
絵
、
色
紙
絵
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
で
源
氏
絵
が
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
初は
つ

音ね

蒔ま
き

絵え

婚こ
ん

礼れ
い

調ち
ょ

度う
ど

」
や
小
袖
な
ど
の
工
芸
品
も
誕
生
し
、
絵
画
だ
け
で
は
な
い

表
現
方
法
で
作
品
が
享
受
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
人
々
は
物
語

を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
理
解
を
深
め
、
楽

し
み
、
味
わ
お
う
と
し
て
き
た
の
で
す
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
は
、
当

時
の
文
化
や
価
値
観
も
反
映
さ
れ
た
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
提
示

で
あ
り
、
古
く
か
ら
続
く
享
受
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。古

典
文
学
を
学
ぶ
、
と
な
る
と
学
生
の
多
く
は
抵
抗
感
を
示
し

ま
す
。
講
義
前
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
「
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
」「
意

実
践
2

古
典
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
化

ـِ
「
も
の
づ
く
り
」
に
よ
る
学
び
の
実
践


