
2627

浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

解
説
／
田
口
文
哉

季
節
は
め
ぐ
る

　

昨
年
は
じ
ま
っ
た
こ
の
連
載
の
第
一
回
で
は
、
梅
や
福
寿
草
の
鉢
植
が
描
か
れ
た
作
品
を
紹
介
し

た
。
以
降
の
連
載
の
な
か
で
は
、
そ
う
し
た
植
物
が
四
季
の
風
物
詩
と
し
て
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い

る
情
景
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
絵
を
見
る
者
に
対
し
て
、
描
か
れ
た
植
物
が
四
季
折
々
の
季
節
感
を

演
出
し
、
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
浮
世
絵
版
画
な
ど
の
「
絵
」
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
表
現
で
き
る
、
鉢
植
の
植
物
な
ら
で
は
の
働
き
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
が
見
て
き
た
盆
栽
を
め
ぐ
る
浮
世
絵
版
画
の
季
節
も
、
一
巡
り
し
て
再
び
新
た
な
年

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
年
の
瀬
を
控
え
る
こ
の
時
季
、
今
月
の
一
枚
は
、
初
春
の
代
名
詞
で
あ

る
梅
や
福
寿
草
な
ど
が
描
か
れ
た
一
枚
、
特
に
今
回
の
場
合
、
染
付
の
鉢
の
姿
も
存
分
に
楽
し
め
る

作
品
を
紹
介
し
た
い
。

浅
草
雷
神
門
前
の
縁
日
植
木
屋

　

ま
ず
は
本
作
が
、
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
も
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
題
名
に
「
浅

草
雷
神
門
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
絵
は
浅
草
の
浅
草
寺
参
道
に
あ
る
、
雷
門
の
前
を
舞

台
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
画
面
中
央
か
ら
右
奥
に
は
、
朱
色
の
柱
が
鮮
や
か
な
門
に
網
が
張
っ
て
あ

り
、
中
に
は
雷
神
像
の
姿
が
一
部
の
ぞ
い
て
い
る
。
そ
し
て
地
面
は
石
畳
と
な
っ
て
お
り
、
画
面
右

上
に
は
、
お
な
じ
み
の
巨
大
な
提
灯
が
一
部
だ
け
描
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
提
灯
が

あ
る
こ
と
か
ら
画
面
右
側
が
門
の
中
央
で
、
画
面
左
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
鉢
植
の
棚
は
、
雷
門
の
脇
に

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

浅
草
寺
の
雷
門
の
そ
ば
に
は
、
縁
日
の
た
び
に
植
木
屋
が
露
店
を
連
ね
て
い
た
こ
と
が
、
江
戸
時

代
の
地
誌
、
い
わ
ば
江
戸
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
江
戸
名
所
図
会
』（
斎
藤
月
岑
編
）
な
ど
に

も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
情
景
は
浮
世
絵
版
画
に
も
数
多
く
の

こ
さ
れ
て
い
る
。
本
作
は
そ
う
し
た
場
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
縁
日
に
集
ま
っ
た
女
性
た
ち
を
前

面
に
配
し
、
そ
の
う
し
ろ
に
豪
華
な
染
付
鉢
に
植
え
ら
れ
た
種
々
の
植
物
を
あ
ら
わ
し
た
画
面
構
成

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
面
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
合
計
四
名
の
女
性
た
ち
は
す
べ
て
留
袖
姿
で
、
着
物
を
厚
手
に
着
込
み
、

正
月
前
の
買
い
物
の
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
る
で
全
員
顔
見
知
り
の
よ
う
に
左
に

い
る
女
性
の
方
へ
視
線
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
女
性
は
植
木
棚
の
前
に
立
ち
、
右
手
に
牡
丹
唐
草
の

文
様
と
思
わ
れ
る
染
付
の
丸
鉢
に
植
え
ら
れ
た
、
二
株
の
福
寿
草
を
掲
げ
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
し
て
女
性
ら
の
視
線
の
誘
導
に
よ
っ
て
注
目
が
集
ま
る
こ
の
女
性
と
、
ま
る
で
一
体
化
す
る

よ
う
に
後
ろ
に
い
く
つ
も
並
べ
ら
れ
た
鉢
植
の
種
類
の
豊
富
さ
に
、
俄
然
見
る
楽
し
み
が
募
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

染
付
鉢
の
展
示
会

　

こ
う
し
た
絵
の
構
造
に
注
意
を
払
っ
た
と
こ
ろ
で
、
棚
の
上
の
鉢
植
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ

う
。
三
段
な
い
し
は
四
段
式
の
棚
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ
れ
て
い
る
鉢
植
の
、
ま
ず
は
右
側
下
段
に
は

三
代
歌
川
豊
国
《
浅
草　

雷
神
門
之
光
景
》

大
判
錦
絵
三
枚
続　

左
：
36.
2×
24.
6
㎝　

中
：
36.
1×

25.
3
㎝　

右
：
36.
2×

24.
6
㎝　

嘉
永
６
年
（
1
8
5
3
）
６
月　

版
元
／
藤
屋
棟
助　

個
人
蔵

浮
世
絵
師
紹
介

三
代
歌
川
豊
国
（
さ
ん
だ
い 

う
た
が
わ
と
よ
く
に
）
天
明
６
〜
元
治
元
年
（
1
7
8
6
〜
1
8
6
4
）

数
多
い
浮
世
絵
師
の
な
か
で
も
最
大
級
の
作
例
を
残
し
た
江
戸
時
代
末
期
の
絵
師
。
は
じ
め
歌
川
国
貞
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、

そ
の
後
当
時
の
人
気
絵
師
の
一
人
で
あ
っ
た
師
匠
歌
川
豊
国
の
名
を
継
い
だ
（
本
人
は
二
代
目
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
実
際
は

三
代
目
で
あ
っ
た
）
。
庶
民
が
鉢
植
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
時
代
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
あ
り
、
多
く
の
鉢
植
が
彼
の
浮
世

絵
版
画
に
描
き
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
鉢
植
・
盆
栽
文
化
を
知
る
上
で
、
最
も
参
考
に
な
る
絵
師
と
言
え
る
。

第
十
三
回

三
代
歌
川
豊
国
《
浅
草
　
雷
神
門
之
光
景
》

袋
式
の
染
付
鉢
に
梅
が
植
え
ら
れ
、
そ
の
左
に
は
氷
裂
文
の
鉢
に
五
葉
松

と
思
し
き
鉢
植
、
そ
し
て
瑠
璃
釉
縞
文
に
蘇
鉄
の
鉢
が
並
ん
で
い
る
。
次

に
中
段
奥
か
ら
、
染
付
鉢
に
同
じ
く
蘇
鉄
、
平
角
鉢
に
福
寿
草
の
寄
せ
植
え
、

そ
し
て
口
縁
部
に
も
文
様
が
施
さ
れ
た
鉢
に
、
模
様
を
描
い
て
立
ち
上
が

る
梅
、
最
後
に
素
焼
き
の
鉢
の
福
寿
草
が
並
ぶ
。
上
段
奥
か
ら
は
、
縞
文

の
鉢
が
見
え
、
次
に
六
面
描
き
分
け
と
思
わ
れ
る
鉢
に
椿
が
一
輪
花
を
咲

か
せ
て
い
る
。
隣
に
は
染
付
鉢
の
万
年
青
、
袋
式
氷
裂
文
の
鉢
に
松
葉
蘭
、

最
後
は
非
常
に
珍
し
い
事
例
と
言
え
る
雪
の
結
晶
、
つ
ま
り
雪
華
文
様
の

鉢
が
置
か
れ
、
う
ね
り
を
も
つ
幹
の
五
葉
松
が
並
ん
で
い
る
。
女
性
の
顔

の
す
ぐ
脇
と
い
う
目
立
つ
場
所
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
染
付
鉢

に
注
目
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
は
棚
の
左
側
下
段
に
移
り
、
花
の
文
様
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
口
縁
部
の

文
様
も
明
ら
か
な
染
付
鉢
に
、
紅
白
の
花
を
咲
か
せ
た
梅
の
鉢
植
が
置
か

れ
、
隣
に
は
牡
丹
唐
草
文
の
角
鉢
に
松
葉
蘭
、
そ
の
左
に
は
瑠
璃
釉
の
鉢

が
一
部
だ
け
の
ぞ
い
て
い
る
。
こ
の
上
の
棚
に
は
、
梅
に
隠
さ
れ
た
鉢
が

一
点
、
そ
し
て
松
葉
の
文
様
が
施
さ
れ
た
小
型
の
染
付
鉢
に
万
年
青
が
植

え
ら
れ
て
い
る
。
三
段
目
に
は
、
右
か
ら
小
さ
な
縞
文
の
鉢
が
確
認
で
き
、

隣
に
は
素
焼
き
の
鉢
に
赤
い
実
を
つ
け
た
植
物
が
続
き
、
さ
ら
に
六
面
の

鉢
の
蘇
鉄
が
並
ぶ
。
最
後
に
最
上
段
に
移
る
と
、
右
に
は
波
濤
文
と
思
わ

れ
る
瑠
璃
釉
の
袋
式
の
鉢
に
不
詳
の
植
物
、
そ
し
て
大
き
な
縞
文
の
鉢
に

古
色
の
つ
い
た
幹
を
も
つ
梅
が
、
湾
曲
し
た
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
。
そ
の

左
に
も
や
や
小
さ
な
梅
が
瑠
璃
釉
の
鉢
に
植
え
ら
れ
て
い
る
の
を
確
認
で

き
る
。
さ
ら
に
棚
上
の
鉢
の
ほ
か
に
も
、
画
面
左
下
に
は
白
色
と
素
焼
き

の
鉢
が
重
ね
て
置
か
れ
て
い
た
り
、
右
下
に
は
根
巻
き
の
植
物
と
剪
定
鋏

も
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ス
ペ
ー
ス
に
、
い
ま
述
べ
た
だ
け
で
も
合
計
二
三
種
の
鉢
植
が
置

か
れ
、
興
味
深
い
こ
と
に
は
植
物
の
種
類
は
重
複
す
る
が
、
鉢
の
種
類
や

文
様
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
い
う
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
描
き
分
け
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
植
木
棚
の
並
ぶ
縁
日
に
、
女
性
た
ち
が
買
い

物
に
来
た
と
こ
ろ
と
い
っ
た
日
常
の
情
景
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見

せ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
本
図
の
絵
師
の
力
点
は
、
ど
う
や
ら
こ
う
し
た
鉢

の
描
き
分
け
に
あ
る
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
手
の
入
れ
よ
う
な
の
で
あ
る
。

絵
の
中
の
絵
を
楽
し
む

　

こ
う
し
て
見
え
て
く
る
絵
の
要
所
は
、
絵
を
見
る
我
々
の
見
方
の
ポ
イ

ン
ト
と
も
な
っ
て
く
る
。
こ
の
絵
が
縁
日
で
の
女
性
た
ち
の
情
景
と
単
純

に
理
解
し
た
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
、
も
う
一
歩
突
っ
込
ん
だ
絵
を
見
る

楽
し
み
を
味
わ
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
入
れ
子
の
構
造
の
よ
う
に
、
絵

の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
植
木
鉢
の
絵
と
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
色

や
形
、
そ
し
て
種
類
の
豊
富
さ
を
楽
し
み
、
ま
る
で
す
べ
て
の
鉢
を
手
に

入
れ
た
か
の
よ
う
な
満
足
感
を
味
わ
う
、
絵
な
ら
で
は
の
働
き
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
日
常
の
光
景
の
な
か
に
巧
み
に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ

さ
れ
た
、
植
木
鉢
の
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
や
か
た
ち
の
豊
富
さ
を
じ
っ

く
り
と
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
絵
を
見
る
う
え
で
の
大
き
な
魅

力
と
言
え
る
の
で
あ
る
。（
続
く
）
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