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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

第
十
七
回

楊
斎
延
一
《
四
つ
目 

牡
丹
園
満
開
之
図
》

楊斎延一《四つ目 牡丹園満開之図》
大判錦絵三枚続　右：37.4×25.1㎝　中：37.5×25.1㎝　左：37.4×25.0㎝　明治28年（1895）５月　
版元／森本順三郎　個人蔵

浮世絵師紹介
楊斎延一（ようさい のぶかず）　明治５年～昭和19年（1872～1944）
明治時代に活躍した浮世絵師。同時代に最も作例を残した楊洲周延の門下となる。師同様に江戸時代の風俗をモチーフにした
美人画や、同時代の風俗画、そして三枚続の画面形式を活かした日清戦争の戦争画を多く描いている。

解
説
／
田
口
文
哉

牡
丹
の
客

　
「
早
船
（
は
や
ふ
ね
）、
四
ツ
目
の
牡
丹…

…

大

人
（
お
と
な
）
四
銭
。」

　

明
治
時
代
の
小
説
家
、
永
井
荷
風
の
短
編
小
説

『
牡
丹
の
客
』（
籾
山
書
店
、明
治
44
年（
１
９
０
１
）

７
月
）
に
は
、
登
場
人
物
の
芸
者
が
ふ
と
目
に
入

っ
た
隅
田
川
沿
い
の
看
板
を
読
ん
だ
、
こ
ん
な
一

文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
物
語
は
、「
小
（
こ
）
れ
ん
と
云
ふ
芸
者
と

二
人
連
れ
、
ふ
い
と
し
た
其
の
場
の
機
会
で
、
本

所
の
牡
丹
を
見
に
と
両
国
の
橋
だ
も
と
か
ら
早
船

に
乗
っ
た
。」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ

の
内
容
は
、
主
人
公
が
一
度
は
所
帯
を
も
っ
た
芸

者
小
れ
ん
と
、
あ
る
五
月
末
頃
に
連
れ
た
っ
て
本

所
（
現
在
の
東
京
都
墨
田
区
南
部
一
帯
）
に
あ
る

牡
丹
園
に
行
く
際
の
二
人
の
や
り
と
り
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
。こ
の
小
説
を
紹
介
し
た
の
も
、実
は
、

こ
の
物
語
の
舞
台
と
な
る
本
所
の
牡
丹
園
こ
そ
、

幕
末
か
ら
植
木
業
を
営
み
、
明
治
時
代
に
は
東
京

の
新
名
所
と
し
て
た
く
さ
ん
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ

い
を
見
せ
た
、「
植
文
」
こ
と
成
家
文
蔵
の
牡
丹
園

（
芍
薬
園
）
で
あ
り
、
今
月
紹
介
す
る
楊
斎
延
一
に

よ
る
《
四
つ
目 

牡
丹
園
満
開
之
図
》
の
舞
台
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
植
木
屋
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、
平
野
恵
「
描
か
れ
た
明
治
の
植
木
屋
の
庭

―
江
戸
の
継
承―

」（『
ウ
キ
ヨ
エ
盆
栽
園
』
さ
い

た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
、
２
０
１
２
年
所
収
）

ほ
か
を
参
照
）。

　

今
月
は
、
小
説
の
舞
台
と
な
る
ほ
ど
人
気
を
誇
っ
た
植
木
屋
の

庭
を
描
い
た
図
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
は
こ
の
図
に
あ
ら
わ
さ
れ
た

情
景
や
牡
丹
な
ど
の
鉢
物
の
姿
を
見
て
い
こ
う
。

咲
き
誇
る
牡
丹

　
「
鉢
植
え
に
二
つ
咲
き
た
る
牡
丹
の
花　

く
れ
な
ゐ
深
く
夏
立
ち

に
け
る
」（
明
治
33
年
・
１
９
０
０
）
と
、
明
治
時
代
の
俳
人
・
正

岡
子
規
は
牡
丹
を
題
材
に
歌
を
詠
ん
だ
。
子
規
に
は
こ
れ
以
外
に

も
、
い
ず
れ
も
鉢
植
に
植
え
ら
れ
た
数
多
く
の
牡
丹
を
詠
ん
だ
歌

や
俳
句
が
あ
る
。
子
規
の
随
筆
を
見
る
と
、
病
床
に
臥
し
た
ま
ま

の
彼
の
も
と
に
は
友
人
か
ら
本
な
ど
と
と
も
に
、
た
く
さ
ん
の
盆

栽
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
床
に
い
て
も
楽

し
む
こ
と
が
で
き
、
な
に
よ
り
も
俳
人
と
し
て
四
季
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
盆
栽
が
選
ば
れ
て
贈
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
牡

丹
は
夏
の
季
語
で
あ
り
、
咲
き
誇
る
牡
丹
が
満
開
の
庭
の
情
景
を

描
い
た
も
の
が
本
図
で
あ
る
。

　

画
面
前
景
に
は
、
中
央
と
右
に
床
几
が
置
か
れ
、
毛
氈
が
敷
か

れ
た
上
に
女
性
が
座
っ
て
煙
管
を
持
ち
、
右
で
は
お
茶
を
勧
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
脇
に
建
て
ら
れ
た
よ
し

ず
の
張
ら
れ
た
覆
い
の
内
に
は
、
三
段
式
の
棚
に
大
き
な
染
付
鉢

に
植
え
ら
れ
た
牡
丹
が
色
と
り
ど
り
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
ま

さ
に
題
名
に
あ
る
と
お
り
満
開
の
図
で
あ
る
。
特
に
左
の
棚
の
牡

丹
は
大
き
く
、
手
前
か
ら
龍
や
胡
蝶
、
そ
し
て
氷
裂
文
な
ど
の
鉢

の
文
様
や
、
12
点
置
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
花
の
品
種
も
す
べ
て
残

ら
ず
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
品
種
名
が
記
さ
れ
た
札
を

挿
し
た
鉢
が
あ
り
、
下
段
左
か
ら
「　

立
巻
」、「
菊
牡
丹
」、
中
段

は
「
曙
」、「
代
々
誉
」、
上
段
は
「
車
錦
」
等
と
そ
の
種
類
も
あ
る

程
度
は
特
定
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
牡
丹
の
前
に
は
、
そ
の
花
の
姿
に
魅
入
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
少
女
が
一
人
、
向
こ
う
を
向
い
て
微
動
だ
に
し
な
い
姿
で

立
つ
。
比
べ
れ
ば
、
牡
丹
の
花
は
少
女
の
顔
よ
り
も
大
き
い
。
正

岡
子
規
に
は
「
大
き
さ
は
禿
（
か
ぶ
ろ
・
子
ど
も
の
こ
と
）
の
顔

の
牡
丹
哉
」（
明
治
26
年
）
と
い
う
俳
句
も
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ

れ
ほ
ど
大
き
な
花
は
実
在
し
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
れ
を
絵
師
の

誇
張
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
の
話
で
は
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
現
代
の
映
像

で
も
簡
単
に
は
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
絵
な
ら
で
は
の
「
巨
大
化
」

と
い
う
方
法
だ
か
ら
こ
そ
、
満
開
の
牡
丹
園
の
雰
囲
気
や
、
そ
れ
に
と
ら

わ
れ
た
少
女
の
姿
を
み
ご
と
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本

図
の
そ
う
し
た
絵
画
表
現
上
の
可
能
性
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。

　

そ
し
て
絵
の
構
図
に
戻
れ
ば
、
さ
ら
に
遠
景
の
右
手
に
築
か
れ
た
築
山

に
は
松
の
下
に
灯
篭
が
配
さ
れ
、
こ
こ
に
は
牡
丹
が
地
植
え
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
次
に
対
面
す
る
左
手
の
棚
に
は
、
こ
ち
ら
は
牡
丹
で
は
な

く
、
染
付
鉢
に
植
え
ら
れ
た
松
や
蘇
鉄
の
盆
栽
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
こ
の

大
き
な
庭
を
閉
じ
る
よ
う
に
し
て
垣
根
が
取
り
囲
み
、
門
が
建
っ
て
い
る

様
子
が
見
え
る
。
実
は
、
こ
の
背
景
の
描
写
が
冒
頭
の
永
井
荷
風
の
小
説

に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
つ
目
牡
丹
園
へ
の
舟

　

冒
頭
に
挙
げ
た
永
井
荷
風
の
『
牡
丹
の
客
』
か
ら
、
二
人
の
牡
丹
園
へ

の
道
の
り
を
見
て
み
よ
う
。
二
人
は
「
早
船
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
乗
り

合
い
舟
に
乗
っ
て
、
四
つ
目
牡
丹
園
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ぜ
ひ
こ
の
あ
た
り
の
地
図
を
横
に
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
二
人
は
、

現
在
も
あ
る
両
国
橋
（
隅
田
川
に
神
田
川
が
合
流
す
る
地
点
）
の
西
岸
で

冒
頭
の
舟
の
看
板
を
見
て
乗
り
込
ん
だ
よ
う
だ
。
舟
は
途
中
、
少
し
南
の

浜
町
か
ら
の
渡
し
舟
（
千
歳
ノ
渡
）
と
並
ん
で
隅
田
川
を
渡
り
東
岸
へ
、

現
在
の
首
都
高
速
７
号
小
松
川
線
の
下
に
流
れ
る
竪
川
に
入
っ
て
い
く
。

竪
川
に
は
現
在
も
一
之
橋
、
二
之
橋
、
三
之
橋
と
大
き
な
橋
が
か
か
っ
て

お
り
、
四
之
橋
、
つ
ま
り
現
在
の
四
つ
目
通
り
の
手
前
南
側
に
目
的
の
牡

丹
園
は
あ
っ
た
。昭
和
初
期
に
は
本
図
の
牡
丹
園
が
著
名
な
こ
と
か
ら「
牡

丹
橋
」
が
か
け
ら
れ
た
箇
所
で
、
主
人
公
た
ち
は
こ
こ
で
下
船
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
岸
を
上
が
る
と
す
ぐ
に
「
建
仁
寺
垣
の
門
口
に
牡
丹
園

と
書
い
た
札
が
か
け
て
」
あ
り
、
門
を
入
る
と
大
き
な
古
木
の
鉢
物
が
置

か
れ
て
、
さ
ら
に
先
の
よ
し
ず
張
り
の
囲
い
の
な
か
に
牡
丹
の
花
が
並
ん

で
い
た
と
い
う
。
本
図
の
垣
根
は
柴
垣
で
相
違
は
あ
る
が
、
遠
景
に
見
え

る
門
か
ら
庭
の
構
造
は
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
牡
丹
園
へ
の
道

は
、
正
岡
子
規
の
俳
句
「
舟
つ
け
て
裏
門
入
れ
ば
牡
丹
哉
」（
明
治
27
年
・

１
８
９
４
）
に
も
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

小
説
は
当
時
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
っ
た
四
つ
目
牡
丹
園
へ
の
散
策
ル

ー
ト
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
牡
丹
の
客
』
は
明
治

44
年
の
作
で
、
本
図
の
描
か
れ
た
28
年
と
は
牡
丹
園
の
流
行
の
度
合
い
も

異
な
る
だ
ろ
う
。
季
節
の
設
定
も
５
月
末
の
こ
と
で
、
花
は
し
お
れ
主
人

公
ら
カ
ッ
プ
ル
の
倦
怠
感
同
様
、
疲
れ
た
様
子
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か

し
本
図
で
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
い
ま
ま
さ
に
盛
り
上
が
り
を

見
せ
る
四
つ
目
牡
丹
園
の
盛
況
ぶ
り
や
牡
丹
そ
の
も
の
の
存
在
感
を
、
絵

な
ら
で
は
の
方
法
で
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
続
く
）
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