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［実践 3］イメージで現代とつなぐ古典
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江
口
啓
子
（
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
）

1　

は
じ
め
に

私
は
現
在
、
高
等
専
門
学
校
で
教
き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
以

前
は
高
等
学
校
で
国
語
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
大
学
で
非

常
勤
講
師
と
し
て
古
典
文
学
の
入
門
を
教
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

小
学
生
を
対
象
と
し
た
古
典
に
親
し
む
た
め
の
講
座
も
行
い
ま
す

し
、
一
般
市
民
の
方
向
け
の
生
涯
学
習
と
し
て
の
古
典
講
座
を
担

当
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
、
古
典
の
知

識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
に
、
少
し
で
も
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う

よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
さ
ま
ざ
ま
に
試
行
錯
誤

を
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
小
学
生
か
ら
大
学
生
以
上
ま

で
を
対
象
に
、
古
典
に
親
し
む
授
業
の
実
践
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

2　
「
古
典
」
は
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る

古
典
と
い
う
と
、
少
し
で
も
学
習
し
た
こ
と
の
あ
る
人
に
と
っ

て
は
「
文
法
が
難
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
第
一
に
浮
か
ぶ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
肝
心
の
古
典
作
品
の
中
身
に
行
き

着
く
前
に
拒
絶
反
応
を
起
こ
さ
れ
が
ち
で
す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も

古
典
と
い
う
の
は
単
に
「
古
い
物
語
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も

の
を
い
ま
さ
ら
読
ん
で
も
役
に
立
た
な
い
と
考
え
る
人
も
多
く
い

ま
す
。

し
か
し
、
古
典
と
は
実
際
に
は
「
古
い
物
語
」
を
指
す
の
で
は

な
く
、
昔
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

物
語
を
指
し
ま
す
。
物
語
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
た
り
、
新
た

な
イ
メ
ー
ジ
が
加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
変
わ
り
続
け
ま

す
。
そ
し
て
、
人
々
に
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
、
ご
く
自
然
に
現
代

の
文
化
に
溶
け
込
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
古
典
を
扱
う
際
に
は
必
ず
「
今
」
と
の
つ
な
が
り
を

軸
に
話
を
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
身
近
に
古
典
が

存
在
す
る
こ
と
を
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
へ
の

実
践
3

イ
メ
ー
ジ
で
現
代
と
つ
な
ぐ
古
典
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心
理
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
の
で
す
。
特
に
、
現
代
の
ア
ニ
メ
や

ゲ
ー
ム
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
、
い
か
に
古
典
が
活い

か
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、「
古
典
」
は
遠
く
に
あ
る
も
の
で

は
な
く
、
ご
く
身
近
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
ら
え

る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

3　
「
お
伽と
ぎ

草ぞ
う

子し

」
を
用
い
た
授
業
実
践

「
お
伽
草
子
」
と
は
広
義
の
定
義
と
し
て
は
一
四
世
紀
か
ら
一
七

世
紀
中
ご
ろ
に
か
け
て
作
ら
れ
た
四
〇
〇
種
あ
ま
り
の
短
編
物
語

群
を
指
し
ま
す
が
、狭
義
に
は
江
戸
時
代
の
享
き
ょ
う

保ほ
う

年
間
（
一
七
一
六

〜
三
六
）
に
「
御お

伽と
ぎ

文ぶ
ん

庫こ

」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
二
三
編
の
物

語
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
坂
で
書
店
を
営
ん
で
い
た
渋し
ぶ

川か
わ

清せ
い
え
も
ん

右
衛
門
が
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
物
語

を
集
め
て
刊
行
し
た
叢
書
で
す
。
こ
の
中
に
は
今
で
も
多
く
の
人

に
親
し
ま
れ
て
い
る
「
一
寸
法
師
」
や
「
浦
島
太
郎
」
も
あ
り
ま
す
。

お
伽
草
子
作
品
は
絵
を
伴
う
短
編
物
語
が
ほ
と
ん
ど
で
、
今
で

も
昔
話
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
作
品
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、古
典
の
入
門
と
し
て
は
扱
い
や
す
い
作
品
で
す
。ま
た
、「
御

伽
文
庫
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
資
料
の
画
像
デ
ー
タ
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
「
御
伽
文
庫
」
の

作
品
を
用
い
た
授
業
実
践
を
二
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

実
践
例
1 　
「
浦
島
太
郎
」　

対
象

：

小
学
生
〜
大
学
生
以
上

「
浦
島
太
郎
」
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
昔
話
で
す
が
、現
代
の
「
浦

島
太
郎
」
は
お
伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
と
大
き
く
異
な
る
点
が

あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る「
浦
島
太
郎
」

の
物
語
は
、
幅
広
い
世
代
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
く
、
わ
か
り
や

す
い
題
材
と
な
り
ま
す
。

【
流
れ
】

①
現
在
流
通
し
て
い
る
「
浦
島
太
郎
」
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
確

認
す
る
。

②
御
伽
文
庫
「
浦
島
太
郎
」
の
あ
ら
す
じ
を
、
挿
絵
と
と
も
に
説

明
す
る
。

③
現
代
版
と
御
伽
文
庫
版
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
。

④
現
代
版
「
浦
島
太
郎
」
に
な
る
ま
で
の
物
語
の
変
遷
に
つ
い
て

説
明
す
る
。
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①
は
古
典
の
知
識
が
全
く
な

く
て
も
誰
も
が
理
解
で
き
、
参

加
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
に

よ
っ
て
浦
島
太
郎
が
竜
宮
城
に

滞
在
し
た
日
数
（
数
日
〜
数
年
）

や
竜
宮
城
に
い
る
間
に
地
上
で

経
過
し
て
い
た
年
数
（
長
い
も

の
で
七
〇
〇
年
）
が
異
な
る
の
で
、

児
童
・
生
徒
た
ち
に
尋
ね
て
み

て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

②
で
、
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
写
真

を
使
い
つ
つ
、御
伽
文
庫
の
「
浦

島
太
郎
」
の
説
明
を
し
ま
す
。
実
は
、
絵
を
見
る
だ
け
で
も
現
代

版
と
の
違
い
が
わ
か
り
ま
す
。
図
1
は
物
語
の
第
一
図
で
す
。
一

目
見
た
だ
け
で
、「
亀
が
小
さ
い
」「
亀
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
な
い
」

な
ど
の
違
い
に
気
が
つ
き
ま
す
。
ま
た
、「
浦
島
太
郎
」
と
言
え

ば
大
き
な
亀
の
背
に
乗
っ
て
竜
宮
城
に
向
か
う
場
面
が
有
名
で
す

が
、
お
伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
で
は
舟
に
乗
っ
て
竜
宮
城
に
向

か
う
様
子
が
描
か
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
古
文
が
読
め
な
く
て

も
、
絵
を
伴
う
お
伽
草
子
を
題
材
に
す
れ
ば
視
覚
情
報
か
ら
物
語

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
あ
わ
せ
て
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
本
文
を
見
せ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
図
2
は
「
浦
島
太
郎
」

図 1　国立国会図書館蔵「浦島太郎」第 1図
（DOI：10.11501/2537589）

図 2　国立国会図書館蔵「浦島太郎」冒頭
（DOI：10.11501/2537589）
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の
冒
頭
の
本
文
の
写
真
で
す
。
小
学
生
で
も
読
め
る
仮
名
も
あ
り

ま
す
が
、
変
体
仮
名
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
初
学
者
に

は
こ
の
冒
頭
で
「
う
ら
し
ま
太
郎
」
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
を
探

し
て
も
ら
い
ま
す
。ち
ょ
う
ど
三
行
目
か
ら
四
行
目
に
か
け
て「
う

ら
し
ま
太
郎
」と
あ
る
の
で
す
が
、こ
こ
で
は
、「
し
」は「
志
」、「
ま
」

は
「
満
」
の
字
母
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
一
つ
の
仮
名

に
つ
き
字
母
は
一
種
類
で
す
が
、
こ
の
例
を
用
い
て
か
つ
て
の
豊

か
な
ひ
ら
が
な
の
文
字
文
化
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
で
は
②
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
気
が
つ
い
た
現
代
版
と
の
違

い
を
ま
と
め
る
と
い
う
作
業
を
し
ま
す
。
個
人
で
ま
と
め
る
の
で

も
い
い
で
す
し
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

④
で
は
主
に
「
い
つ
か
ら
浦
島
太
郎
は
亀
に
乗
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
」、「
い
つ
か
ら
亀
が
い
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
」

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。「
浦
島
太
郎
」
の
物
語
の
変
遷
に
つ
い

て
は
参
考
文
献
に
も
あ
げ
ま
し
た
が
、
林
晃
平
氏
に
よ
る
詳
細
な

先
行
研
究
が
あ
り
ま
す
。
対
象
が
高
校
生
以
上
で
あ
れ
ば
『
万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う』
や
『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』
に
あ
る
「
浦う
ら

島し
ま

子こ

」
の
伝
承
か
ら
た
ど
っ

て
み
る
と
、
こ
の
国
民
的
に
親
し
ま
れ
て
い
る
物
語
が
い
か
に
息

の
長
い
作
品
か
実
感
し
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

 

実
践
例
2 　
「
酒し
ゅ

呑て
ん

童ど
う

子じ

」　

対
象

：

高
校
生
〜
大
学
生
以
上

「
酒
呑
童
子
」
と
い
え
ば
以
前
で
あ
れ
ば
怖
い
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
を

抱
く
人
が
多
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
在
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
「
酒
呑
童
子
」
を
画
像
検
索
す
る
と
、
恐
ろ
し
い
鬼

と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
妖
艶
な
美
女
や
イ
ケ
メ
ン
の
イ
ラ
ス
ト
が

ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
酒
呑
童
子
は
こ
の
現
代
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
で
大
活
躍
し
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
で
す
。

作
品
に
よ
っ
て
多
種
多
様
な
酒
呑
童
子
が
存
在
し
ま
す
が
、
そ
れ

は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
酒
呑
童
子
は
物
語
化

さ
れ
、
絵
画
化
さ
れ
た
中
世
か
ら
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
性
格
が
変

化
し
た
り
、
新
た
な
要
素
が
付
加
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。「
酒

呑
童
子
」
は
現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
古
典
の
関
わ
り
を
説
明

す
る
上
で
格
好
の
題
材
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
物
語
の
内
容
に

残
酷
な
描
写
が
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
私
は
対
象
を
高
校
生
以
上
に

し
て
い
ま
す
。
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【
流
れ
】

①
現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
登
場

す
る
「
酒
呑
童
子
」
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

②
御
伽
文
庫
「
酒
呑
童
子
」
の
あ
ら

す
じ
を
、挿
絵
と
と
も
に
説
明
す
る
。

③
「
酒
呑
童
子
」
の
図
像
の
変
遷
を

た
ど
る
。 

④
「
酒
呑
童
子
」
の
メ
デ
ィ
ア
展
開

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

①
で
は
ま
ず
「
酒
呑
童
子
」
を
画

像
検
索
し
た
状
況
を
示
し
、
現
代
の

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
も
活
躍

す
る
酒
呑
童
子
に
つ
い
て
確
認
を
し
ま
す
。

②
で
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
写
真
を

使
い
つ
つ
、
御
伽
文
庫
の
「
酒
呑
童
子
」
の
説
明
を
し
ま
す
。
対

象
が
高
校
生
で
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
こ
で
一
場
面
を
取
り
上
げ
て

古
文
読
解
の
練
習
に
あ
て
ま
す
。
大
学
生
で
あ
れ
ば
く
ず
し
字
を

翻
刻
し
た
上
で
本
文
を
読
解
し
て
も
ら
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
授

業
で
は
最
終
的
に
「
酒
呑
童
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
た
ど
り

た
い
の
で
、
定
番
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
ま
す
。
図

3
は
酒
呑
童
子
登
場
の
場
面
、
図
4
は
酒
呑
童
子
が
源
み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

頼
光
に

よ
っ
て
退
治
さ
れ
る
場
面
で
す
。
こ
れ
ら
の
場
面
は
さ
ま
ざ
ま
な

図 3　国立国会図書館蔵「酒呑童子」第 5図
（DOI：10.11501/2537591）

図 4　国立国会図書館蔵「酒呑童子」第 8図
（DOI：10.11501/2537591）
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媒
体
で
繰
り
返
し
描
か
れ
続
け
ま
す
が
、
そ
の
中
で
継
承
さ
れ
る

も
の
、
変
化
し
て
い
く
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

③
で
は
酒
呑
童
子
の
図
像
の
変
遷
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
例

え
ば
図
3
は
ま
だ
鬼
と
し
て
の
正
体
を
見
せ
て
い
な
い
酒
呑
童
子

な
の
で
す
が
、
御
伽
文
庫
本
で
は
中
年
男
性
の
よ
う
な
風
貌
を
し

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
酒
呑
童
子
の
絵
巻
作
品
と
し
て
最
も
古
い

逸い
つ

翁お
う

美
術
館
蔵
『
大お
お

江え

山や
ま

絵え

詞こ
と
ば』

で
は
美
し
い
稚ち

児ご

姿
で
描
か
れ

て
い
る
の
で
す
。
な
お
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
怪

異
・
妖
怪
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
「
酒
呑
童
子
」
を
検
索
す
る

と
多
様
な
酒
呑
童
子
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
で
は
「
酒
呑
童
子
」
の
物
語
が
能
や
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど

に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
一
つ
の
物
語

が
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
（
＝
表
現
媒
体
）
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
、

物
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
強
固
に
な
っ
た
り
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ

が
付
加
さ
れ
た
り
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
展
開
は

現
代
で
も
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
『
鬼
滅
の
刃
』

は
も
と
は
マ
ン
ガ
で
す
が
、
ア
ニ
メ
化
し
、
舞
台
や
能
・
狂
言
に

も
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど「
酒
呑
童
子
」が
能
や
歌
舞
伎
に
な
っ

た
の
と
同
じ
で
す
。
ま
た
、
人
か
ら
外
れ
た
存
在
で
あ
る
「
鬼
」

が
長
ら
く
物
語
の
世
界
で
私
た
ち
の
心
を
つ
か
ん
で
離
さ
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
で
し
ょ
う
。

4　

お
わ
り
に

今
回
ご
紹
介
し
た
例
の
よ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
物
語
を

教
材
と
し
、
さ
ら
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
を
使
え
ば
、
古
典
の
知
識

が
な
く
て
も
古
典
に
親
し
む
こ
と
は
可
能
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、

児
童
・
生
徒
に
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
最
も
効
果
的
な

こ
と
は
、
ま
ず
は
授
業
者
が
古
典
を
好
き
に
な
る
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
好
き
な
も
の
を
語
る
「
オ
タ
ク
語
り
」
で

授
業
を
行
え
ば
、
そ
の
情
熱
は
聞
き
手
に
必
ず
伝
わ
る
と
実
感
し

て
い
ま
す
。


