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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

如
雨
露

　

盆
栽
を
含
め
、
植
物
の
水
遣
り
に
は
欠
か
せ
な
い
じ

ょ
う
ろ
。
水
を
貯
え
る
容
器
か
ら
細
い
管
が
つ
な
が
り
、

細
い
水
流
を
生
じ
る
は
す
口
と
呼
ば
れ
る
、
ハ
ス
の
実

に
よ
く
似
た
部
位
が
付
け
ら
れ
た
道
具
で
あ
る
。
こ
の

じ
ょ
う
ろ
で
あ
る
が
、
漢
字
で
書
く
と
「
如
雨
露
」
と

な
り
、
い
か
に
も
当
て
字
然
と
し
た
文
字
で
記
さ
れ
る
。

じ
ょ
う
ろ
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
と
ば
自
体
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
「jorro
」、

さ
か
の
ぼ
っ
て
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
瓶
や
壷
を
意
味
す
る

語
「
ジ
ャ
ラ
ー
」
に
相
当
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、「
テ
ン
プ
ラ
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、

近
世
以
後
に
渡
来
し
た
文
物
の
一
つ
が
現
地
音
の
ま
ま

日
本
で
通
用
し
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

浮
世
絵
版
画
の
中
に
も
、
こ
う
し
た
舶
来
の
品
、
じ

ょ
う
ろ
で
水
を
や
っ
て
い
る
図
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と

が
で
き
、
早
い
も
の
で
は
寛
政
前
期
（
18
世
紀
末
）
の

北
尾
政
美
に
よ
る
、《
女
風
俗
花
宴　

六
》
に
描
か
れ

る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（『
江
戸
園
芸
花
尽
し
』（
太

田
記
念
美
術
館
）
解
説
よ
り
）。
今
月
は
、
そ
う
し
た

じ
ょ
う
ろ
の
図
像
が
描
か
れ
た
、
園
芸
史
の
資
料
と
し

て
も
大
変
興
味
深
い
二
図
の
作
例
を
紹
介
し
た
い
。

団
扇
絵

　

紹
介
す
る
図
は
、
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
そ
れ
ぞ
れ

に
制
作
さ
れ
た
図
で
あ
る
。
上
の
絵
は
、
江
戸
時
代
末

期
の
も
の
。
中
心
に
は
女
性
の
半
身
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
、

右
手
に
は
勢
い
よ
く
水
が
出
て
い
る
、
当
時
の
じ
ょ
う

ろ
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
図
に

描
か
れ
て
い
る
内
容
を
見
る
前
に
、
絵
の
枠
に
注
目
し

て
み
よ
う
。
半
身
像
の
下
部
が
、
白
く
え
ぐ
ら
れ
た
よ

う
に
色
が
刷
ら
れ
て
お
ら
ず
、
絵
の
四
隅
も
円
く
抜
か

れ
て
い
る
。
こ
の
か
た
ち
は
す
な
わ
ち
、
夏
に
付
き
物

の
団
扇
形
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
図
は
、

解
説
／
田
口
文
哉

第
十
九
回

歌
川
芳
虎
《
座
し
き
八
景
の
内 

上
漏
の
松
の
雨
》

水
野
年
方
《
今
様
美
人
　
六
》

上図：歌川芳虎《座しき八景の内 上漏の松の雨》
　　　団扇絵　22.3×28.5㎝　天保14年～弘化４年（1843～1847）　版元／有田屋清右衛門　個人蔵
下図：水野年方《今様美人　六》
　　　大判錦絵　24.8×36.8㎝　明治32年（1899）３月20日　版元／秋山竹右衛門　個人蔵
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実
際
に
切
り
抜
い
て
団
扇
の
骨
組
み
に
貼
ら
れ
て
用
い

ら
れ
て
い
た
、
浮
世
絵
版
画
に
お
け
る
「
団
扇
絵
」
と

呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
一
枚
な
の
で
あ
る
。
実
用
さ
れ

た
た
め
に
現
存
す
る
品
が
少
な
く
、
資
料
的
な
価
値
が

極
め
て
高
い
作
例
で
も
あ
る
。

じ
ょ
う
ろ
を
持
つ
女
性

　

次
に
描
か
れ
た
図
像
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
庭
に
設

置
さ
れ
た
お
そ
ら
く
二
段
式
の
棚
に
鉢
植
を
五
点
確
認

で
き
る
。
上
段
右
は
雲
と
波
の
文
様
を
上
下
に
、
宝
珠

が
あ
ら
わ
さ
れ
た
染
付
鉢
に
植
物
が
植
え
ら
れ
、
中
央

の
丸
つ
ば
の
鉢
に
は
サ
ボ
テ
ン
、
左
は
籠
目
文
様
の
鉢

に
石
付
き
の
草
も
の
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
下
段
右
に

は
蘇
鉄
の
頭
の
み
が
見
え
、
そ
の
左
に
じ
ょ
う
ろ
で
水

を
か
け
ら
れ
て
い
る
五
葉
松
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

女
性
が
頭
に
付
け
た
か
ん
ざ
し
に
は
、
金
属
製
の
ト

ン
ボ
の
作
り
物
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
題
名
が
記
さ
れ

た
題
箋
の
枠
飾
り
に
は
見
事
な
松
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
細
部
に
意
匠
が
施
さ
れ
た
一
点
で
あ
る
。

絵
の
内
容
は
、
じ
ょ
う
ろ
で
松
に
水
を
か
け
て
い
る
と

こ
ろ
に
要
点
が
あ
る
。
題
名
に
「
座
敷
八
景
」
や
「
松

の
雨
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
図
は
絵
や
歌
の
題
と
し
て

盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
近
江
八
景
の
う
ち
、「
唐
崎
の
夜

雨
」
を
見
立
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
連
載
の
第

十
二
回
（
２
０
１
１
年
12
月
号
）
に
喜
多
川
歌
麿
の
図

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
景
の
唐
崎
に
は
、
唐
崎
神

社
と
唐
崎
の
松
が
あ
り
、
当
地
の
夜
の
雨
の
情
景
が
名

所
絵
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
図
の
背

景
が
、
鉢
植
に
水
を
や
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
暗

い
夜
の
情
景
で
あ
る
の
も
、「
夜
雨
」
を
見
立
て
て
い

る
か
ら
こ
そ
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
図
の
場

合
は
、「
上
漏
」
す
な
わ
ち
「
じ
ょ
う
ろ
」
と
、
水
を

か
け
る
「
女
郎
」
と
が
掛
け
合
わ
さ
れ
た
、
こ
と
ば
遊

び
を
も
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
図
に
お
け
る
じ
ょ
う
ろ
は
、
管
も
短
く
、
貯
水
容

器
も
手
元
の
ご
く
小
さ
な
部
位
の
み
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
女
性
は
左
手
に
桶
を
持
っ
て
お
り
、
頻
繁
に
水
を
汲

ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
じ
ょ
う

ろ
に
対
し
て
、
左
下
の
図
の
じ
ょ
う
ろ
は
、
現
在
の
も

の
と
同
じ
形
態
で
あ
る
。
次
は
こ
ち
ら
の
図
を
見
て
み

よ
う
。

　

明
治
時
代
の
浮
世
絵
で
あ
る
こ
の
図
で
は
、
女
性
が

庭
に
置
か
れ
た
氷
裂
文
の
鉢
の
松
に
水
を
や
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
に
は
八
角
の
鉢
に
椿
と
思
わ
れ
る

樹
木
と
、
そ
の
奥
に
も
鉢
が
見
え
る
。
画
面
右
上
の
円

形
の
窓
に
は
カ
ー
テ
ン
が
の
ぞ
き
、
留
め
紐
が
紅
白
の

玉
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
明
治
の
新
風
俗
が
感
じ

ら
れ
る
一
点
で
あ
る
。

じ
ょ
う
ろ
の
い
ろ
い
ろ

　

左
下
図
の
女
性
が
持
つ
じ
ょ
う
ろ
は
、
そ
の
色
や
持

ち
手
の
形
状
か
ら
銅
な
ど
の
金
属
製
と
思
わ
れ
る
品
で

あ
る
。
既
に
天
保
８
年
（
１
８
３
７
）
の
園
芸
指
南
書

で
あ
る
『
草
木
育
種
後
編
』（
阿
部
喜
任
）
に
は
、
水

差
し
を
「
銅
（
あ
か
が
ね
）」
で
作
る
と
良
い
と
記
さ

れ
て
い
た
り
、参
考
図
版
と
し
て
あ
げ
た
文
政
13
年（
１

８
３
０
）
の
園
芸
書
『
金
生
樹
譜
別
録
』（
長
生
舎
主
人
）

の
「
盆
具
（
は
ち
う
え
ど
う
ぐ
）」
の
項
目
に
は
、
今

回
取
り
上
げ
た
絵
に
も
描
か
れ
た
も
の
を
含
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
の
じ
ょ
う
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
（
残
念
な

が
ら
文
字
に
よ
る
解
説
は
な
い
）。
太
筒
の
竹
が
用
い

ら
れ
た
も
の
や
急
須
の
よ
う
な
形
状
の
品
な
ど
、
い
ず

れ
も
は
す
口
が
付
け
ら
れ
た
「
承
露
（
じ
ょ
う
ろ
）」

で
あ
る
。

　

今
月
は
、
大
変
珍
し
い
団
扇
絵
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
、

画
題
と
し
て
も
貴
重
な
じ
ょ
う
ろ
を
描
い
た
図
を
紹
介

し
た
。
じ
ょ
う
ろ
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
、
そ
う
し
た
身
近
な
も
の
の
テ
ー
マ
を
探
し
て
い
く

う
え
で
も
、
こ
う
し
た
浮
世
絵
版
画
の
歴
史
的
な
資
料

と
し
て
の
価
値
は
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。（
続
く
）

『金生樹譜別録』下巻（さいたま市大宮盆栽美術館蔵）


