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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

年
末
商
戦
の
お
か
み
さ
ん

　

い
つ
の
時
代
も
同
じ
な
の
だ
ろ
う
。
新
年
の
用
意
に
大
忙
し
の

お
か
み
さ
ん
た
ち
は
、
あ
れ
こ
れ
の
買
い
物
を
す
ま
せ
に
街
に
繰

り
出
し
て
い
く
。
時
は
江
戸
時
代
。
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
買
い
物
の
リ
ス
ト
、
そ
の
な
か
に
は
、
ど
う
や
ら
鉢
植
も

あ
っ
た
よ
う
だ
。
ど
の
よ
う
な
品
物
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
お

か
み
さ
ん
た
ち
は
長
年
鍛
え
て
き
た
目
を
も
っ
て
商
品
の
品
定
め

を
す
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
良
い
も
の
を
で
き
る
だ
け
安
く

仕
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
二
つ
買
う
か
ら
ま
け
て
ち
ょ

う
だ
い
！
」
と
い
う
マ
ン
ガ
の
吹
き
出
し
が
い
ま
に
も
見
え
て
き

そ
う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
描
写
の
浮
世
絵
を
今
月
は
紹
介
し
た

い
。
実
は
こ
の
二
枚
は
そ
れ
ぞ
れ
、
師
匠
と
そ
の
弟
子
に
よ
っ
て

制
作
さ
れ
た
絵
な
の
で
あ
る
。

師
匠
の
絵
　
ま
け
て
も
ら
い
た
い

　

ま
ず
は
右
側
の
絵
か
ら
見
て
い
こ
う
。
作
者
は
本
年
が
没
後
１

５
０
年
に
あ
た
り
、
大
規
模
な
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
幕
末

の
人
気
絵
師
、
歌
川
国
芳
で
あ
る
。
右
上
の
枠
に
表
題
が
記
さ
れ

た
本
図
は
、「
め
で
た
い
づ
ゑ
」
と
い
う
連
作
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、

「
ま
け
て
も
ら
い
た
い
」
と
題
さ
れ
た
一
点
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ

ー
ズ
と
は
、
本
図
の
よ
う
に
「
〜
し
た
い
」
と
い
う
表
題

の
も
と
、
描
か
れ
た
女
性
の
願
望
や
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
図
に
お
い
て
は
、
鉢
植
を

ま
け
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
お
か
み
さ
ん
の
気
持
ち
を
あ

ら
わ
し
た
も
の
と
、
文
字
情
報
か
ら
は
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
魅
力
あ
る
絵
は
そ
れ
以
上
の
こ

と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
気
持
ち
ば
か
り
か
、
ど
う
や

ら
こ
の
お
か
み
さ
ん
、
両
手
に
持
っ
た
鉢
植
を
ま
け
て
も

ら
い
た
い
と
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
植
木
屋
に
、

し
た
た
か
に
交
渉
を
し
か
け
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。

一
つ
だ
け
で
は
ま
け
て
も
ら
え
な
い
品
を
交
渉
す
る
際
に

提
示
す
る
あ
の
決
ま
り
文
句
、
二
つ
買
う
か
ら
ま
け
て
ち

ょ
う
だ
い
と
。

　

絵
に
は
、
こ
の
図
よ
う
に
文
字
で
は
あ
ら
わ
し
き
れ
な

い
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
背
景
が
薄
暗
く
、

中
央
の
女
性
に
隠
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
お
付
き
の
女
の

子
が
灯
の
と
も
っ
た
提
灯
で
目
の
前
を
照
ら
し
て
い
る
。

女
性
は
ま
ゆ
ぞ
り
や
お
歯
黒
を
し
て
い
な
い
が
、
留
袖
で

前
帯
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
商
家
の
お
か
み
さ
ん
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
両
手
に
は
手
の
ひ
ら
の
上
に
乗
る
よ
う
な
小

型
の
鉢
植
を
一
点
ず
つ
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
画
面
左
下
に

は
、
万
年
青
と
思
わ
れ
る
葉
の
一
部
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
場
が
夜
店
の
植
木
屋
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

鉢
植
の
う
ち
、
向
か
っ
て
右
の
胡
蝶
文
の
瑠
璃
釉
鉢
に
は
、

黄
色
い
花
を
咲
か
せ
た
ア
ブ
ラ
ナ
か
と
思
わ
れ
る
植
物
が
植

え
ら
れ
て
い
る
。
向
か
っ
て
左
は
、
染
付
鉢
に
三
種
の
植
物
、

す
な
わ
ち
松
、
竹
（
笹
）、
梅
の
寄
せ
植
え
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
鉢
が
年
末
の
商
品
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
な
か

で
、
お
か
み
さ
ん
は
視
線
を
前
方
に
い
る
は
ず
の
植
木
屋
に

向
け
て
、
ま
け
て
ち
ょ
う
だ
い
と
、
題
名
を
こ
え
て
既
に
交

渉
を
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
画
面
後

ろ
に
設
け
ら
れ
た
コ
マ
絵
と
呼
ば
れ
る
別
枠
の
絵
は
、
国
芳

の
長
女
で
あ
る
浮
世
絵
師
の
芳
鳥
女
（
と
り
じ
ょ
・
署
名
は

「
女
登
里
」）
に
よ
る
も
の
で
、
現
在
の
鹿
児
島
県
東
部
と
大

隅
諸
島
に
お
い
て
、
榑
板
（
く
れ
い
た
）
と
呼
ば
れ
る
縁
側

の
床
材
な
ど
に
な
る
板
を
切
り
出
し
て
い
る
大
工
を
描
い
て

解
説
／
田
口
文
哉

第
十
四
回

歌
川
国
芳
《
め
で
た
い
づ
ゑ
　
ま
け
て
も
ら
い
た
い
》

大
蘇
芳
年
《
風
俗
三
十
二
相
　
か
い
た
さ
う
》

歌
川
国
芳
《
め
で
た
い
づ
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ま
け
て
も
ら
い
た
い
》

　

大
判
錦
絵　

35.
8×

24.
5
㎝　

嘉
永
５
年
（
1
8
5
2
）
12
月　

版
元
／
三
田
屋
喜
八　

個
人
蔵

大
蘇
芳
年
《
風
俗
三
十
二
相 

か
い
た
さ
う 

嘉
永
年
間
お
か
み
さ
ん
の
風
俗
》

　

大
判
錦
絵　

37.
5×

25.
5
㎝　

明
治
21
年
（
1
8
8
8
）　

版
元
／
綱
島
亀
吉　

個
人
蔵

歌
川
国
芳
（
1
7
9
7
〜
1
8
6
2
年
）

江
戸
時
代
末
期
の
浮
世
絵
師
。
文
化
８
年
（
1
8
1
1
）
に
初
代
歌
川
豊
国
の

門
に
入
る
。
小
説
の
流
行
と
と
も
に
武
者
絵
の
第
一
人
者
と
し
て
頭
角
を
現
し
、

そ
れ
に
見
立
て
た
政
治
風
刺
画
で
抜
群
の
人
気
を
得
る
。
他
に
も
狸
や
金
魚
等

を
人
間
の
よ
う
に
振
舞
わ
せ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
戯
画
や
、
三
枚
続
き
の
画
面
形

式
を
生
か
し
た
迫
力
あ
る
構
図
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
刺
激
的
な
作
図
と

言
え
る
。

大
蘇
芳
年
（
1
8
3
9
〜
1
8
9
2
年
）

幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
浮
世
絵
師
。
嘉
永
３
年
（
1
8
5
0
）
歌
川
国
芳
に
入

門
し
、
「
芳
年
」
の
名
を
与
え
ら
れ
た
。
明
治
６
年
（
1
8
7
3
）
、
病
の
快

復
を
機
に
号
「
大
蘇
」
を
名
乗
り
、
こ
の
年
に
行
な
わ
れ
た
師
の
十
三
回
忌
供

養
の
記
録
に
よ
る
と
、
一
門
の
中
で
最
も
弟
子
の
多
い
絵
師
で
あ
っ
た
。
明
治

期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
背
景
や
人
物
描
写
の
ご
て
ご
て
と
し
た
感
じ
が
薄
れ
、

簡
潔
で
静
か
な
独
自
の
画
風
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。

い
る
。
た
だ
し
、
本
図
と
の
関
係
は
地
口
（
駄
洒
落
）
や
謎

等
と
の
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
詳
細
は
不
詳
で
あ
る
。

弟
子
の
絵
　
買
い
た
そ
う

　

明
治
期
に
入
っ
て
制
作
さ
れ
た
国
芳
の
弟
子
、
芳
年
の
作

は
、
師
匠
の
構
図
を
引
用
し
、
題
名
に
「
嘉
永
年
間　

お
か

み
さ
ん
の
風
俗
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
え
て
そ
の
制
作
時
期

を
設
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
国
芳
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

と
も
言
え
る
よ
う
な
作
で
あ
る
。
図
は
ぼ
か
し
に
よ
る
暗
闇

や
土
の
表
現
、
そ
し
て
画
面
右
上
に
は
ひ
ょ
う
そ
く
と
呼
ば

れ
る
照
明
具
に
灯
が
と
も
さ
れ
、
そ
の
下
に
は
根
巻
き
の
梅

が
花
を
咲
か
せ
て
お
り
、
や
は
り
夜
店
の
植
木
屋
と
思
わ
れ

る
場
所
で
あ
る
。
ま
ゆ
ぞ
り
、
お
歯
黒
を
し
た
お
か
み
さ
ん

は
、
し
ゃ
が
ん
だ
格
好
で
両
手
に
福
寿
草
の
植
え
ら
れ
た
鉢

を
掲
げ
て
い
る
。
二
つ
の
鉢
を
見
比
べ
て
、
ど
ち
ら
も
買
い

た
そ
う
と
い
う
の
が
心
情
で
あ
ろ
う
。

　

描
か
れ
た
鉢
の
向
か
っ
て
右
は
、
青
海
波
と
唐
草
、
そ
し

て
縞
文
の
浅
い
袋
式
の
染
付
鉢
に
三
株
の
福
寿
草
が
植
え
ら

れ
、
向
か
っ
て
左
は
瑞
雲
文
に
雷
文
の
帯
が
め
ぐ
る
鉢
に
二

株
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
双
方
の
鉢
に
札
が
挿
さ
れ
て
い
る

が
、
左
の
鉢
の
方
の
文
字
が
判
読
で
き
る
。「
人
黄
金
」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
だ
こ
の
品
種
に
つ
い
て
は
不
詳

で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
の
べ
一
七
〇
種
も
の
福
寿
草
の
品

種
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
気
の
度
合

い
は
浮
世
絵
版
画
に
数
知
れ
ず
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
明
治
期
の
俳
人
、
正
岡
子

規
の
俳
句
に
「
盆
栽
や 

梅
つ
ぼ
み 

福
寿
草
黄
な
り
」（
明

治
29
年
）
と
い
う
句
が
あ
る
。
ま
だ
冬
の
あ
け
き
ら
ぬ
う
ち

に
い
ち
早
く
黄
金
色
の
花
を
咲
か
せ
る
福
寿
草
は
、
梅
と
と

も
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
花
と
し
て
親
し
ま
れ
、
浮
世
絵
版

画
に
は
福
寿
草
と
梅
を
寄
せ
植
え
に
し
た
鉢
も
数
多
く
描
か

れ
て
い
る
。
本
作
の
鉢
と
は
異
な
る
が
、
子
規
の
句
は
、
つ

ぼ
み
の
ま
ま
の
梅
と
、
花
を
開
い
た
福
寿
草
の
寄
せ
植
え
の

盆
栽
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

師
匠
の
図
に
対
す
る
弟
子
の
受
け
応
え
は
、
ま
る
で
鏡
に

映
し
た
か
の
よ
う
な
向
き
合
う
女
性
の
像
と
な
っ
た
。
正
月

準
備
の
女
性
の
心
情
を
め
ぐ
り
、
二
枚
の
図
が
こ
こ
に
再
会

し
た
。向
き
合
っ
た
二
人
の
お
か
み
さ
ん
を
眺
め
て
い
る
と
、

二
人
が
強
力
な
同
志
と
な
っ
て
鉢
植
え
の
値
切
り
交
渉
を
は

じ
め
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
。（
続
く
）
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