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古
典
の
未
来

李
　
　
　
愛
　
淑

今
年
の
二
月
、『
四
〇
〇
年
の
伝
統
名
画
と
と
も
に
読
む
―
다
케
토
리 

이
야
기
（
竹
取
物
語
）』（
李
愛
淑
翻

訳
・
小
嶋
菜
温
子
監
修
、
韓
国
（
国
立
）
放
送
大
学
出
版
文
化
院
、
二
〇
二
三
年
）
が
ソ
ウ
ル
で
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
韓
国
語
訳
『
竹
取
物
語
』
の
出
版
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
裏
話
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

「
絵
巻
と
と
も
に
読
む
日
本
の
古
典
」

今
回
の
翻
訳
出
版
は
、
日
本
古
典
へ
の
情
報
や
関
心
を
持
た
な
い
読
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
企
画
さ
れ
た
。

最
初
か
ら
韓
国
の
読
者
が
「
昔
」
の
「
異
国
」
の
物
語
を
読
み
、
共
感
し
楽
し
め
る
古
典
翻
訳
と
い
う
方
針
は

確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
有
効
な
方
法
と
し
て
、
物
語
と
絵
画
の
力
を
融
合
し
読
者
の
可
読
性
（
読
み
や
す
さ
）
を
高
め
て
い
こ

う
と
し
た
。
物
語
と
絵
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
み
で
な
く
、
一
〇
世
紀
の
日
本
語
と
一
七
世
紀
の
絵
巻
の
融
合

で
も
あ
っ
た
。「
融
合
翻
訳
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
掲
げ
、
韓
国
で
は
無
名
の
日
本
の
古
典
を
、
二
一
世
紀
を
生
き

る
読
者
に
読
ん
で
も
ら
い
、
大
衆
性
を
確
保
す
る
古
典
翻
訳
を
闡
明
し
た
。

そ
こ
で
参
考
に
し
た
の
が
、
日
本
の
物
語
絵
画
化
の
歴
史
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
は
一
二
世
紀

初
頭
の
絵
巻
（
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』）
を
筆
頭
に
以
後
多
様
な
絵
画
様
式
を
媒
介
に
、
貴
族
か
ら
庶
民
へ
と

一
般
化
し
て
い
っ
た
。『
竹
取
物
語
』
も
一
六
世
紀
以
後
、
絵
巻
や
絵
入
り
本
な
ど
、
多
様
な
絵
画
形
式
を
も
っ
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て
、
大
衆
的
な
需
要
と
享
受
を
加
速
化
し
た
の
で
あ
る
。
絵
の
力
が
読
者
の
可
読
性
を
高
め
、
大
衆
性
を
確
保

し
、
更
な
る
拡
大
を
可
能
と
し
た
。

そ
れ
で
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
に
な
れ
て
い
る
現
代
の
読
者
を
見
込
ん
で
、
視
覚
性
を
も
っ
て
、
よ
り
読
み

や
す
く
、
分
か
り
や
す
い
古
典
翻
訳
を
試
み
た
。
装
丁
に
ま
で
気
を
配
り
、
最
近
韓
国
で
注
目
を
浴
び
て
い
る
、

大
人
向
け
の
絵
本
、
古
典
絵
本
の
形
を
導
入
し
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
古
典
の
認
知
度
を
高
め
る
こ
と
で
、
現
場
で
活
性
化
さ
れ
る
は
ず
の
古
典
教
育
や

研
究
の
こ
と
を
も
視
野
に
い
れ
た
企
画
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
企
画
出
版
の
核
心
は
、『
竹
取
物
語
』
を
導
く
「
絵
巻
と
と
も
に
読
む
日
本
の
古
典
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
。
日
本
古
典
の
大
衆
化
を
目
指
し
て
、
古
典
翻
訳
へ
の
思
い
や
意
気
込
み
の
す
べ
て
を
注
ぎ

込
ん
だ
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
た
。

「
四
〇
〇
年
の
伝
統
名
画
と
と
も
に
読
む
」

と
こ
ろ
が
、
そ
の
肝
心
な
タ
イ
ト
ル
が
、
印
刷
直
前
「
四
〇
〇
年
の
伝
統
名
画
と
と
も
に
読
む
」
に
変
更
さ

れ
、
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
語
と
絵
巻
の
融
合
翻
訳
、
古
典
絵
本
の
完
成
度
を
高
め
る
た
め
に
、
至

難
な
編
集
過
程
を
最
後
ま
で
共
に
全
う
し
た
の
に
。
鮮
や
か
に
刻
ま
れ
て
あ
る
、「
四
〇
〇
年
の
伝
統
名
画
と
と

も
に
読
む
」
と
い
う
文
字
を
見
る
た
び
、
い
ま
だ
に
心
が
痛
む
。

出
版
社
は
古
典
の
翻
訳
出
版
を
好
ま
な
い
。
作
品
の
名
前
さ
え
覚
え
の
な
い
日
本
の
古
典
と
も
な
れ
ば
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
を
購
入
す
る
読
者
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
、
確
信
が
持
て
な
い
か
ら
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
刊
行
を
決
め
た
の
は
、
融
合
翻
訳
、
古
典
絵
本
と
い
う
企
画
の
斬
新
さ
を
出
版

専
門
家
協
議
（
出
版
を
決
め
る
内
部
組
織
）
で
高
く
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
な
の
に
、
何
故
だ
ろ
う
。
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や
は
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
か
ら
の
苦
心
の
提
案
で
あ
っ
た
。
編
集
者
は
日
本
古
典
の
認
知
度
の
低
さ

に
、
絵
巻
と
い
う
生
々
し
い
用
語
ま
で
加
わ
る
と
、
読
者
の
目
か
ら
、
手
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

や
は
り
、
読
者
の
確
保
を
憂
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
の
古
典
に
と
っ
て
も
、
不
名
誉
き
わ
ま
り
な
い

こ
と
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
企
画
出
版
ま
で
の
古
典
翻
訳
へ
の
思
い
を
し
み
じ
み
と
回
顧
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

古
典
の
翻
訳

情
報
が
氾
濫
す
る
現
代
社
会
を
目
ま
ぐ
る
し
く
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
古
典
を
読
む
こ
と
の
意
味
は
な
ん

だ
ろ
う
。
し
か
も
、
言
葉
も
文
化
も
難
解
な
外
国
の
古
典
を
。
ソ
ウ
ル
の
大
手
書
店
の
店
頭
を
飾
る
日
本
現
代

小
説
の
韓
国
語
訳
を
眺
め
る
た
び
に
、
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。
古
典
受
容
の
未
来
が
不
透
明
で
苦
戦
す
る
、
古

典
研
究
者
の
羨
望
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
心
の
一
隅
で
は
日
本
の
古
典
翻
訳
が
書
店
の
店
頭
を
飾
る
日
を

想
像
し
た
り
も
し
た
の
だ
ろ
う
。

と
同
時
に
、『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
を
と
思
い
な
が
ら
も
、
の
び
の
び
に
遅
延
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て

は
、
唖
然
と
す
る
。
い
つ
も
「
是
非
、
先
生
に
翻
訳
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
編
集
者
の
甘
い
言
葉
に
煽
て
ら
れ

て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
林
芙
美
子
や
大
江
健
三
郎
の
作
品
な
ど
、
翻
訳
の
実
績
は
か
な
り
あ
る
。

も
し
か
し
て
私
は
、
翻
訳
と
い
う
作
業
が
嫌
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
も
な
い
。
言
葉
を
媒
介
に
、

作
者
や
物
語
に
近
づ
き
、
遠
ざ
か
り
、
自
分
な
り
の
距
離
を
と
る
こ
と
は
実
に
楽
し
い
。
苦
辛
の
末
の
充
実
感

は
な
ま
は
ん
か
な
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
論
文
を
書
く
た
び
に
、『
源
氏
物
語
』
翻
訳
の
蓄
積
も
増
え
て
い
る
。

そ
う
い
え
ば
、
大
学
時
代
、『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
を
読
み
、
先
へ
と
進
ま
な
か
っ
た
痛
烈
な
記
憶
が
あ

る
。
物
語
を
楽
し
む
ど
こ
ろ
か
、
ス
ト
ー
リ
も
掴
め
ず
、
難
攻
不
落
の
要
塞
に
挑
み
、
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。
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確
か
に
、
せ
っ
か
く
の
翻
訳
が
読
者
を
挫
折
さ
せ
、
忌
避
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
店
頭
の

現
代
小
説
を
い
つ
も
羨
ま
し
げ
に
眺
め
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
が
、
数
年
前
、
古
典
を
翻
訳
す
る
こ
と
の
意
味
と
真
摯
に
向
き
合
う
機
会
を
得
た
。

古
典
の
大
衆
化

二
〇
一
六
年
五
月
、
荒
木
浩
教
授
の
共
同
研
究
会
で
の
発
表
で
あ
る
（
李
愛
淑
「
古
典
の
翻
訳

―
大
衆
性

と
視
覚
性
を
問
う
」（
荒
木
浩
編
『
古
典
の
未
来
学
』、
文
学
通
信
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
））。
そ
の
発
表
を
期

に
、
翻
訳
遅
延
の
真
の
原
因
が
自
己
中
心
的
認
識
の
甘
さ
、
安
易
さ
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
苦
し
く
も
省

察
し
な
が
ら
、
古
典
翻
訳
の
意
味
を
真
剣
に
問
う
て
い
っ
た
。

世
界
文
学
は
翻
訳
文
学
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
文
学
は
読
者
が
読
む
こ
と
で
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

古
典
の
翻
訳
も
読
者
が
読
み
、
共
感
す
る
こ
と
で
意
味
を
持
つ
。
す
る
と
、
翻
訳
は
読
者
を
中
心
に
据
え
て
、

読
み
や
す
く
、
分
か
り
や
す
い
方
向
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
の
一
読
者
を
挫
折
さ
せ
た
の
は
、
日
本
の
古
典
に
精
髄
し
た
翻
訳
者
中
心
の
翻
訳
だ
か
ら
で
あ
っ

た
。
脚
光
を
浴
び
る
現
代
小
説
で
な
く
、
無
名
の
古
典
小
説
を
翻
訳
す
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
読
者

中
心
の
翻
訳
を
通
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
、
共
感
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
古
典

の
大
衆
化
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

読
者
を
中
心
に
置
く
こ
と
で
、
な
に
よ
り
も
可
読
性
を
最
優
先
す
る
翻
訳
の
方
法
を
模
索
し
た
。
表
紙
や
文

字
の
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
の
視
覚
的
効
果
ま
で
も
視
野
に
い
れ
て
、
古
典
翻
訳
の
大
衆
化
の
可
能
性
を
問
い
続
け

た
。
最
終
的
に
は
物
語
と
絵
画
の
「
融
合
翻
訳
」
を
考
案
し
、
そ
の
実
践
と
し
て
「
絵
巻
と
と
も
に
読
む
日
本

の
古
典
」
の
出
版
企
画
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
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図 1　 교보문고（Kyobo Book）の店頭 
2023年 2月 17日撮影

図 2　 立教大学図書館資料展示『竹取物語絵巻』 
2023年 5月 19日　図書館の許可を得て、撮影
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古
典
の
未
来
へ

難
色
を
示
し
が
ち
な
出
版
社
も
、
古
典
翻
訳
の
意
味
や
具
体
的
な
翻
訳
方
法
を
盛
る
企
画
を
受
け
入
れ
、
異

例
な
ほ
ど
に
支
援
し
て
く
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
変
更
も
、
前
例
の
な
い
物
語
と
絵
巻
を
融
合
し
た
古
典
翻
訳
に

か
け
る
出
版
社
の
期
待
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
融
合
翻
訳
の
効
果
に
つ
い
て
、
監
修
者
の
小
嶋
菜
温
子
先
生
か
ら
は
「
日
本
古
典
の
精
巧
な
表
現
性
に

疎
い
韓
国
の
読
者
で
あ
っ
て
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
物
語
に
没
入
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
ひ
い
て
は
よ
り
深
く

玩
味
す
る
こ
と
の
で
き
る
形
と
な
っ
て
い
る
」（
新
刊
紹
介
『
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
』
第
一
四
六
号
）
と
の
評

価
を
い
た
だ
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、『
다
케
토
리 

이
야
기
』
が
ソ
ウ
ル
の
最
大
手
書
店
、
교
보
문
고
（K

yobo B
ook

）
の
店
頭
を

堂
々
と
飾
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
読
者
に
こ
そ
古
典
の
未
来
が
あ
る
こ
と
を
噛
み
締
め
な
が
ら
、
読

み
や
す
く
、
分
か
り
や
す
い
翻
訳
、「
絵
巻
と
と
も
に
読
む
日
本
の
古
典
」
の
冠
を
つ
け
た
シ
リ
ー
ズ
出
版
へ
思

い
を
走
ら
せ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
古
典
の
未
来
へ
向
か
う
今
回
の
企
画
出
版
は
、
立
教
大
学
図
書
館
の
協
力
を
得
る
こ
と
で
、

『
四
〇
〇
年
の
伝
統
名
画
と
と
も
に
読
む
―
다
케
토
리 

이
야
기
（
竹
取
物
語
）』
と
し
て
結
晶
さ
れ
た
。
ま
た
、

『
다
케
토
리
이
야
기
』
の
出
版
が
、
立
教
大
学
図
書
館
の
『
竹
取
物
語
絵
巻
』
展
示
企
画
（
二
〇
二
三
年
四
月
一

日
〜
五
月
三
一
日
）
の
動
機
に
な
っ
た
と
の
話
を
関
係
者
か
ら
い
た
だ
い
た
。
光
栄
に
も
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
中

で
貴
重
な
絵
巻
が
、『
다
케
토
리
이
야
기
』
の
場
面
に
合
わ
せ
ら
れ
、
広
が
っ
て
い
た
。

（
韓
国
国
立
放
送
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）


