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さいたま市大宮盆栽美術館のイベント告知
■「さつき盆栽展　皐花　礒部繁男個展」
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主催：さいたま市大宮盆栽美術館
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比
べ
て
読
み
解
く

　
一枚
の
絵
は
多
く
の
事
柄
を
語
る
。
私
た
ち
は
こ
の
連
載
を
通
し

て
そ
れ
を
体
験
し
て
き
た
。
日
常
の
光
景
を
借
り
て
描
か
れ
た
絵

の
そ
れ
ぞ
れ
の
図
像
に
は
、
そ
の
背
後
に
当
時
の
人
た
ち
が
共
有

し
て
い
た
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
共
有
の
知
識
を
も

と
に
、
各
図
像
の
関
係
性
を
想
像
し
て
は
じ
め
て
、
絵
の
本
当
の

意
味
を
受
け
手
は
読
み
解
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
私
た
ち
に

は
失
わ
れ
た
そ
う
し
た
知
識
を
、
い
ま
は
少
し
ず
つ
勉
強
し
な
が

ら
見
る
こ
と
で
、
私
た
ち
も
絵
の
生
き
た
場
所
に
た
ど
り
着
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 　

謎
の
あ
る
絵
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な

他
の
絵
や
文
章
と
比
較
し
な
が
ら
見
て
い
く
と
よ
い
。
比
較
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
や
、
些
細
な
違
い
が
明
ら

か
と
な
り
、
そ
れ
が
大
き
な
読
み
解
き
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
今
月

の一
枚
は
、
そ
の
よ
う
に
比
較
す
る
こ
と
で
絵
師
が
ほ
ど
こ
し
た
秘

密
の
暗
号
を
読
み
解
い
て
い
く
も
の
だ
。
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
そ

の
絵
の
題
名
「
七
福
神
の
内  

毘
沙
門
」
で
あ
る
。

　
美
人
は
毘
沙
門
天
？

　
一人
の
女
性
の
立
ち
姿
を
中
心
に
左
手
に
三
点
の
鉢
植
が
な
ら
ぶ

こ
の
絵
は
、
背
景
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
芸
妓
か
と
思
わ
れ

る
女
性
の
日
常
の一コ
マ
を
描
写
し
た
も
の
と
見
え
る
。
た
だ
し
、

本
図
は
先
の
題
名
の
通
り
、
七
福
神
を
模
し
て
七
枚
一
揃
え
で
制

作
さ
れ
た
連
作
の
う
ち
の
毘
沙
門
天
に
相
当
す
る
絵
と
な
る
（
国

立
国
会
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
全
作
品
を
公
開
）。
そ
れ
を

示
す
と
お
り
、
上
部
に
記
さ
れ
た
戯
作
者
、
柳
下
亭
種
員
（
り
ゅ

う
か
て
い・
た
ね
か
ず
）の
こ
の
女
性
の
こ
と
を
記
す
文
章
に
は
、「
金

杉
の
毘
沙
門
様
へ
朝
参
り
」
や
、「
偽
通
者
（
な
ま
ぎ
き
）
を
速

疾
鬼
（
そ
く
し
つ
き
）
の
ご
と
く
踏
つ
け
」
と
あ
り
、
当
時
参
詣

の
人
々
で
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
た
芝
金
杉
（
東
京
都
港
区
）
の
毘
沙

門
堂
（
正
伝
寺
）
と
毘
沙
門
天
が
足
で
踏
み
つ
け
て
い
る
悪
鬼
を

引
き
合
い
に
出
し
て
、
こ
の
絵
を
毘
沙
門
天
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

　

本
図
の
絵
と
こ
と
ば
の
う
ち
、
こ
と
ば
は
こ
の
よ
う
に
毘
沙
門
天

を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
絵
は
日
常
の
光
景
を
借
り

て
、
いっ
た
い
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
絵
師
が
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
謎
に
、
こ
こ
で
は
本
物

の
毘
沙
門
天
像
の
助
け
を
借
り
て
挑
戦
し
て
い
こ
う
。

絵
に
隠
さ
れ
た
毘
沙
門
天
の
コ
ー
ド

　

比
較
す
る
写
真
は
、
東
大
寺
金
堂
の
「
多
聞
天
」
像
で
あ
る
。

多
聞
天
と
は
、
仏
像
の
周
囲
で
四
天
王
像
と
し
て
安
置
す
る
場
合

の
名
称
で
、
独
尊
像
で
は
毘
沙
門
天
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
浮
世
絵

の
ど
こ
か
に
、
こ
の
像
と
共
通
す
る
要
素
、
あ
る
い
は
暗
示
す
る
よ

う
な
要
素
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
浮
世
絵
の
女
性
は
、
左
手
に
四
段
式
の
蓋
物
を
掲
げ
持

っ
て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ズ
、
ま
る
で
東
大
寺
の
像
と
同
様
で
、
毘
沙

門
天
像
が
掲
げ
る「
宝
塔（
ほ
う
と
う
・
仏
舎
利
を
安
置
す
る
塔
）」

の
見
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
取
り
替
え
ら
れ
た
宝
塔
は
と
言

え
ば
、
女
性
の
着
物
の
袖
口
と
肩
口
に
し
っ
か
り
と
紋
様
と
な
っ
て

そ
の
場
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
着
物
に
は
も
う
一つ
の

ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
の
地
紋
を
よ
く
見
る
と
、
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
）

像
の
腹
部
お
よ
び
腿
の
部
分
の
鎧
（
よ
ろ
い
）
の
紋
様
と
ま
っ
た
く

同
じ
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
亀
甲
文
様
が
変
化
し
た
こ
の
文
様

は
、
特
に
毘
沙
門
天
の
鎧
（
よ
ろ
い
）
の
鎖
と
し
て
描
か
れ
た
た
め

に
「
毘
沙
門
亀
甲
文
」
と
呼
ば
れ
る
、
毘
沙
門
天
に
特
有
の
意
匠

な
の
で
あ
る
。
他
に
も
こ
の
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
図
像
が
あ
る
。

あ
た
か
も
女
性
の
日
常
生
活
の
傍
ら
に
あ
り
そ
う
で
、
し
か
し
意

味
あ
り
げ
に
こ
の
絵
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
、
他
な
ら
ぬ
鉢
植
の
図

で
あ
る
。
植
物
の
種
類
と
し
て
は
非
常
に
珍
し
く
瓢
箪
が
植
え
ら

れ
た
染
付
鉢
の
文
様
に
、
同
じ
毘
沙
門
亀
甲
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
他
に
も
、
女
性
の
髷
を
結
う
赤
い
帯
が
見
え
る
が
、

こ
れ
も
毘
沙
門
天
の
結
い
髪
と
同
様
の
形
と
見
え
る
（
東
大
寺
の
写

真
で
は
冠
で
隠
れ
て
い
る
）。

　

こ
こ
ま
で
東
大
寺
の
像
と
の
比
較
か
ら
、
宝
塔
、
そ
れ
を
掲
げ
る

よ
う
な
ポ
ー
ズ
、
毘
沙
門
亀
甲
文
、
結
い
髪
と
、
４
つ
の
共
通
す
る

要
素
を
発
見
で
き
た
。
し
か
し
毘
沙
門
天
像
に
見
ら
れ
る
特
有
の

持
物
は
ま
だ
他
に
も
あ
る
。
左
手
に
持
つ
三
又
の
鉾
で
あ
る
。
こ
こ

で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
浮
世
絵
師
の
手
の
込
ん
だ
細
工
を
発
見
で

き
る
だ
ろ
う
か　
　

そ
う
、
先
ほ
ど
見
た
毘
沙
門
亀
甲
文
鉢
の
瓢

箪
が
伸
ば
す
蔓
、
そ
の
絡
み
つ
く
支
柱
が
、
な
ん
と
三
又
の
鉾
の
形

状
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
毘
沙
門
天
を
暗
示

す
る
い
く
つ
も
の
図
像
の
共
通
点
か
ら
、
こ
の
絵
が
単
な
る
日
常
の

女
性
の
姿
で
は
な
く
、
日
常
を
装
っ
た
毘
沙
門
天
の
見
立
絵
と
い
う

事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
手
の
込
ん
だ
細
工
が
こ

の
絵
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
た
さ
ら
に
複
雑
な
絵
師
の
問
い

か
け
が
、
こ
の
意
味
あ
り
げ
と
言
っ
た
瓢
箪
の
鉢
植
か
ら
次
第
に
明

ら
か
に
な
って
く
る
の
で
あ
る
。

「
ふ
（
富
・
福
）」
尽
く
し
の
図

　

こ
の
絵
の
も
う
一つ
の
主
要
構
造
は
、
他
な
ら
ぬ
毘
沙
門
天
が
七

福
神
の一人
、
つ
ま
り
は
福
の
神
と
い
う
一点
に
起
因
す
る
。
先
月
号

で
も
紹
介
し
た
富
や
福
に
通
じ
る
「
ふ
」
か
ら
始
ま
る
お
め
で
た

い
も
の
ご
と
が
、
こ
れ
ら
の
図
像
に
共
通
し
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

  

鉢
植
に
さ
れ
た
瓢
箪
、
こ
れ
は
別
名
「
ふ
く
べ
」
と
も
呼
び
、

縁
起
物
の一つ
と
さ
れ
る
。
鉢
植
の
植
物
は
他
に
、
縞
文
の
「
袋
式

＝
ふ
く
ろ
し
き
」
の
鉢
に
「
双
葉
葵
＝
ふ
た
ば
あ
お
い
」、
そ
し
て

奥
に
は
松
葉
蘭　
　

こ
れ
は
別
名
「
富
貴
草
＝
ふ
う
き
く
さ
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
女
性
が
掲
げ
る
毘

沙
門
天
の
宝
塔
の
見
立
て
と
な
っ
た
も
の
は
「
蓋
物
＝
ふ
た
も
の
」

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（1786～1864）
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。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。

で
、「
文
＝
ふ
み
」
が
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
女
性
は
右
手
を
「
懐

＝
ふ
と
こ
ろ
」
に
差
し
込
む
と
いっ
た
よ
う
に
、
モ
ノ
だ
け
で
は
な

く
仕
種
に
も
「
ふ
」
が
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
部
分
の
読

み
解
き
は
、
日
野
原
健
司
、
平
野
恵
『
浮
世
絵
で
め
ぐ
る
江
戸
の

花　

見
て
楽
し
む
園
芸
文
化
（
誠
文
堂
新
光
社
、
２
０
１
３
年
）』

よ
り
、
当
該
図
版
に
お
け
る
平
野
氏
の
解
説
を
参
照
）。

　

絵
師
が
問
い
か
け
た
江
戸
時
代
の
謎
か
け
に
、
現
代
の
我
々
は

毘
沙
門
天
像
の
助
け
を
借
り
て
よ
う
や
く
及
第
点
に
辿
り
着
け
そ

う
だ
。
き
っ
と
同
時
代
の
受
け
手
た
ち
も
、
実
際
に
金
杉
の
毘
沙

門
堂
で
見
て
き
た
知
識
を
寄
せ
集
め
、
こ
の

絵
の
読
み
解
き
を
楽
し
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

生
き
た
絵
の
居
場
所
に
、
少
し
は
我
々
も
近

づ
く
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。（
続
く
）


