
　

シ
リ
ー
ズ
122
で
、
さ
ら
し
な
・
姨
捨
に

ま
つ
わ
る
文
化
財
を
収
蔵
・
企
画
展
示
す

る
「
月
の
都
文
学
館
」
の
設
立
構
想
に
つ

い
て
書
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
姨
捨
山
の

歴
史
文
化
の
紹
介
に
取
り
組
む
「
栞

し
お
り

歴
史
文
化
の
紹
介
に
取
り
組
む
「

し
お
り

歴
史
文
化
の
紹
介
に
取
り
組
む
「

の
故

郷
推
進
委
員
会
」
会
長
の
馬
場
條
さ
ん
か

ら
、「
田
毎
の
月
の
浮
世
絵
を
手
に
入
れ

た
」
と
連
絡
を
も
ら
い
ま
し
た
。
左
の
写

真
が
そ
れ
で
、
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
い

た
い
作
品
で
す
。

�

�
芭
蕉
�
越
人
�

明
治
時
代
に
摺
ら
れ
た
木
版
画
で
、
タ

イ
ト
ル
は
右
上
端
に
あ
る
「
更
科　

田
毎

の
月
」。
横
長
の
絵
が
、
三
枚
（
そ
れ
ぞ
れ

ほ
ぼ
Ｂ
4
判
サ
イ
ズ
）
続
き
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。作
者
で
あ
る
楊

よ
う
し
ゅ
う
・
ち
か
の
ぶ

判
サ
イ
ズ
）
続
き
で
構
成
さ
れ
て

よ
う
し
ゅ
う
・
ち
か
の
ぶ

判
サ
イ
ズ
）
続
き
で
構
成
さ
れ
て

洲
周
延（
一
八
三
八

～
一
九
一
二
）
は
、
美
人
画
や
文
明
開
化
後

の
日
本
の
風
俗
画
な
ど
で
人
気
を
博
し
た

浮
世
絵
師
で
す
。
中
央
の
絵
の
右
端
に
「
芭

蕉
面
影
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
石
と
大
き
な

岩
が
あ
り
ま
す
の
で
、
長
楽
寺
（
旧
更
級
郡

八
幡
村
、
現
千
曲
市
八
幡
）
の
境
内
か
ら
下

を
見
通
す
構
図
で
す
。

ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
中
央

の
鏡
台
山
の
窪
み
に
鎮
座
す
る
満
月
、
中
秋

の
名
月
で
す
。大
き
す
ぎ
る
気
も
し
ま
す
が
、

楊
洲
周
延
に
は
こ
れ
く
ら
い
、
当
地
の
月
が

存
在
感
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
裏

返
し
で
し
ょ
う
か
。

　

田
一
枚
ず
つ
に
月
が
映
る
中
、
畔あ

ぜ
み
ち

畔あ
ぜ
み
ち

畔
道

あ
ぜ
み
ち道

あ
ぜ
み
ち

を
二

人
が
歩
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は「
更
科
紀
行
」

の
旅
で
当
地
に
や
っ
て
き
た
松
尾
芭
蕉
と

お
伴
の
越え

つ
じ
ん人

（
も
し
く
は
権ご

ん
し
ち

の
旅
で
当
地
に
や
っ
て
き
た
松
尾
芭
蕉
と

ご
ん
し
ち

の
旅
で
当
地
に
や
っ
て
き
た
松
尾
芭
蕉
と

七
）
を
見
立
て

た
も
の
で
も
あ
る
の
で
は
と
、
馬
場
さ
ん
は

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
、
老
人
と

小
僧
と
い
う
年
の
差
も
感
じ
ま
す
が
、
後
ろ

姿
と
い
う
の
が
憎
い
演
出
で
す
。
想
像
さ
せ

る
仕
掛
け
で
も
あ
る
の
で
、
見
る
人
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
人
物
に
見
え
て
き
ま
す
。
付

き
人
が
手
に
し
て
い
る
の
は
ひ
ょ
う
た
ん
。

中
秋
の
名
月
な
の

で
、
中
に
は
お
酒
が

入
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
か
ら
写
真
で

ち
ゃ
ん
と
映
っ
て
い

る
か
心
配
で
す
が
、

実
物
は
和
服
姿
の
四

人
の
女
性
が
浮
き
上

が
る
よ
う
な
鮮
明
な

色
遣
い
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
め
実

物
は
と
て
も
奥
行
き

を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

「
田
毎
の
月
」
を

描
い
た
浮
世
絵
と
し

て
は
、
歌
川
広
重
の

も
の
（
右
の
写
真
。

早
稲
田
大
学
図
書
館

蔵
）
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
新

た
に
作
品
が
加
わ
り

ま
し
た
。

�

�
千
曲
市
�
寄
贈

　

「
田
毎
の
月
」
と

言
っ
て
も
、「
実
際

に
一
枚
一
枚
の
田
に

月
が
映
る
景
観
が
見

え
る
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
」
と
言
う
人
が

い
ま
す
。
確
か
に
そ

う
で
す
が
、「
田
毎

の
月
」
と
い
う
言
葉

を
聞
い
た
人
の
多

く
は
ま
ず
田
一
枚

ご
と
に
月
が
映
っ
て

い
る
光
景
を
イ
メ
ー

ジ
し
ま
す
。
実
際
に

映
る
っ
て
い
る
か
ど

う
か
は
重
要
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
田
ん

ぼ
に
月
が
在
る
光
景
を
人
間
は
イ
メ
ー
ジ

す
る
く
ら
い
に
想
像
力
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
た
め
文
人
を
は
じ
め
、
た

く
さ
ん
の
人
が
当
地
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

畔
道
を
歩
き
な
が
ら
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、

田
ん
ぼ
そ
れ
ぞ
れ
に
月
を
見
つ
け
ら
れ
ま

す
。
同
時
に
は
見
え
な
く
て
も
歩
け
ば
田

ご
と
に
月
は
映
っ
て
い
ま
す
。

　

鏡
台
山
か
ら
満
月
が
の
ぼ
る
中
秋
は
稲

刈
り
の
時
期
な
の
で
水
は
張
っ
て
な
い
の

で
す
が
、
想
像
の
世
界
で
は
水
が
張
っ
て

あ
る
と
思
っ
た
人
が
多
く
い
ま
し
た
。
神

事
と
密
接
に
結
び
つ
く
ほ
ど
に
重
要
だ
っ

た
稲
作
と
古
来
日
本
人
が
最
も
愛
で
て
き

た
中
秋
の
名
月
の
文
化
を
融
合
さ
せ
た
美

を
、
浮
世
絵
師
が
当
地
を
題
材
に
分
か
り

や
す
く
描
き
出
し
た
と
言
え
ま
す
。
事
実

で
あ
る
か
ど
う
か
は
決
定
的
に
重
要
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

馬
場
さ
ん
が
こ
の
浮
世
絵
を
入
手
し
た

長
野
市
の
古
書
店
、
新
井
大
正
堂
書
店
さ

ん
に
よ
る
と
、
楊
洲
周
延
作
の
「
更
科　

田
毎
の
月
」
は
、
存
在
は
浮
世
絵
評
論
家

の
本
な
ど
で
分
か
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、

よ
う
や
く
出
て
き
た
そ
う
で
す
。
い
つ
誰

が
発
行
し
た
の
か
と
い
う
本
の
奥
付
に
当

た
る
右
下
の
囲
み
に
は
「
明
治
」
と
だ
け

記
さ
れ
、
発
行
年
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
出

回
る
前
の
習
作
、
あ
る
い
は
見
本
の
よ
う

な
形
で
摺
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

新
井
大
正
堂
書
店
さ
ん
は
、
商
売
上
の

守
秘
義
務
か
ら
入
手
先
や
経
緯
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い

ま
す
が
、
山
に
捨
て
る
た
め
に
母
親
を
背

負
う
息
子
と
息
子
の
帰
り
の
道
し
る
べ
に

す
る
た
め
に
枝
を
折
る
母
親―

と
い
う
親

子
愛
を
描
い
た
浮
世
絵
を
以
前
、
馬
場
さ

ん
が
お
買
い
に
な
っ
た
経
緯
（
シ
リ
ー
ズ

50
参
照
）
か
ら
、
新
井
大
正
堂
書
店
さ
ん

が
馬
場
さ
ん
に
お
声
を
掛
け
た
そ
う
で
す
。

枝
折
り
の
浮
世
絵
と
同
じ
く
馬
場
さ
ん
は

楊
洲
周
延
の
作
品
も
八
月
下
旬
、
千
曲
市

に
寄
贈
し
ま
し
た
。
今
秋
の
「
さ
ら
し
な
・

姨
捨
観
月
祭
」
期
間
中
の
九
月
二
十
五
日

（
土
曜
）、
長
楽
寺
本
堂
で
午
前
九
時
半
か
ら

午
後
三
時
ま
で
一
般
公
開
さ
れ
ま
す
。
無

料
で
す
。
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　　　中 秋・名 月 と 稲 作 文 化 の 融 合 美

「田毎の月」題材の新たな浮世絵


