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浮
世
絵
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江
戸
・
明
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の
盆
栽
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／
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化
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版
元
／
森
屋
治
兵
衛　

さ
い
た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
蔵

第
三
十
三
回
　
歌
川
国
貞
《
子
宝
遊
》

夏
の
清
涼
感

　

本
年
も
ま
た
猛
暑
到
来
。
盆
栽
愛
好
家
の
多

く
は
、
そ
の
鉢
数
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
水
遣
り
に

明
け
暮
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
特
に
昨
今
の
猛

暑
は
盆
栽
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
か
ね
な
い
。

私
の
勤
務
先
で
あ
る
大
宮
盆
栽
美
術
館
の
職
人
が

夕
方
に
つ
ぶ
や
い
た
、
今
日
の
仕
事
は
水
遣
り
で
終

わ
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
が
印
象
に
残
って
い
る
。

　

し
か
し
暑
い
盛
り
の
中
で
も
、
ふ
と
し
た
時
に

目
を
と
め
た
青
葉
の
繁
り
や
陰
影
は
、
私
た
ち
の

意
識
を
ひ
と
と
き
奪
っ
て
い
く
。
い
か
に
熱
気
が
周

囲
に
立
ち
込
め
よ
う
と
、
ひ
と
心
地
つ
か
せ
て
く

れ
る
よ
う
な
安
ら
ぎ
を
木
々
は
与
え
て
く
れ
て
い

る
よ
う
だ
。
浴
衣
や
う
ち
わ
、
水
が
め
の
中
の
金

魚
な
ど
、
夏
の
清
涼
感
を
演
出
す
る
道
具
立
て
は

数
あ
れ
ど
、
静
か
に
佇
む
木
々
や
草
の
姿
も
ま
た
、

夏
に
は
欠
か
せ
な
い一
服
の
涼
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

今
月
は
、
こ
の
よ
う
に
青
葉
の
涼
感
を
演
出
す
る

盆
栽
を
生
活
に
取
り
入
れ
た
、
江
戸
の
人
々
の
夏

を
描
い
た
浮
世
絵
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
し
て
、
夏

な
ら
で
は
の
画
題
と
言
え
る
、
子
ど
も
た
ち
の
水

遊
び
の
お
も
ち
ゃ
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
併

せ
て
見
て
い
き
た
い
。
私
た
ち
も
今
だ
か
ら
こ
そ

見
習
い
た
い
、
水
や
緑
を
巧
み
に
取
り
入
れ
た
豊

か
な
生
活
が
江
戸
に
は
あ
っ
た
。

夏
の
日
の
ひ
と
と
き

　

本
図
は
「
子
宝
遊
」
と
題
さ
れ
た
一
枚
で
、
子

ど
も
た
ち
の
遊
ぶ
姿
や
そ
の
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
主

題
と
し
て
、
同
名
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
制
作
し
た

シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
の一点
で
あ
る
。

　

座
敷
で
は
女
性
が
天
井
か
ら
下
が
っ
た
紐
で
、
私
に
も
幼

い
頃
の
記
憶
に
少
し
は
あ
る
の
だ
が
、
今
や
懐
か
し
の
風
物

と
な
っ
た
蚊
帳
（
か
や
）
を
吊
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
季

節
は
夏
、
や
や
胸
元
が
は
だ
け
た
女
性
の
着
物
が
赤
、
青
咲

き
分
け
の
朝
顔
の
紋
様
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
季
節
を
物
語

る
一
要
素
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
女
性
の
足
元
に
は
子
ど

も
が
し
が
み
つ
い
て
い
る
。
題
名
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
も
、
こ

の
二
人
は
お
そ
ら
く
親
子
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
ど
う
し

て
こ
の
子
ど
も
は
、
庭
先
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
し
て
母
の
足

に
し
っ
か
と
し
が
み
つ
き
、
空
を
振
り
仰
い
で
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
画
面
左
か
ら
座
敷
に
ま
で
入
り
込
む
よ
う
に
、

朱
色
の
鋭
い
筆
線
で
描
か
れ
た
稲
光
に
驚
い
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
蚊
帳
を
張
る
夕
暮
れ
前
に
と
ど
ろ
く
雷
、
そ
の
轟
音
や

稲
光
の
凄
ま
じ
さ
を
、
絵
師
は
空
か
ら
部
屋
に
ま
で
達
す
る

一
本
の
線
で
見
事
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
夏
を

象
徴
す
る
情
景
が
、
こ
の
絵
の
興
味
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の

だ
。

　

こ
う
し
た
夏
の一
般
家
庭
の
ひ
と
と
き
に
、
い
か
に
も
置
か

れ
て
い
た
よ
う
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
青
竹
で
組
ま
れ
た

縁
側
の
端
に
描
か
れ
た
水
盤
で
あ
る
。
そ
の
色
合
い
か
ら
お

そ
ら
く
木
製
か
と
思
わ
れ
る
脚
付
き
の
水
盤
は
、
内
部
が
黒

く
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
耐
水
の
た
め
に
漆
掛
け
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
水
が
張
ら
れ
、
左
右
に
分
け
て

据
え
ら
れ
た
大
小
の
石
に
草
が
植
え
ら
れ
て
島
の
よ
う
な
姿

と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
石
の
間
が
砂
州
の
よ

う
に
砂
か
石
で
つ
な
げ
ら
れ
て
、
島
が
陸
続
き
に
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
さ
ら
に
左
の
大
き
な
島
に
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
建
物

が
２
点
配
さ
れ
て
、
ど
こ
か
の
実
景
を
映
す
か
の
よ
う
な
箱

庭
と
な
って
い
る
の
で
あ
る
。

　

水
盤
上
の
水
、
石
、
そ
し
て
緑
が
映
し
だ
す
涼
や
か
な
山

水
景
の
箱
庭
は
、
庭
先
に
水
を
ま
く
打
水
と
同
様
に
、
実
際

的
な
冷
却
効
果
も
期
待
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
に
よ

り
絵
を
見
て
想
像
す
る
だ
け
で
も
涼
し
さ
を
感
じ
る
よ
う

に
、
気
持
ち
の
上
で
涼
や
か
さ
を
い
ざ
な
う
江
戸
の
人
々
の
生

活
の
工
夫
を
、
こ
の
ひ
と
と
き
の
描
写
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

「
水
出
し
」
か
ら
く
り

　

こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
図
像
が
あ
る
。
な
に
よ

り
本
図
の
題
名
「
子
宝
遊
」

が
指
し
示
す
、
子
ど
も
の

遊
び
を
伝
え
る
お
も
ち
ゃ
が

描
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
先
ほ
ど
見
た
水
盤
の

上
の
方
に
水
を
た
た
え
た

大
き
な
染
付
鉢
が
見
え
て

お
り
、
そ
こ
か
ら
下
に
掛

か
る
よ
う
に
し
て
、
い
く
つ

か
の
四
角
い
枡
に
筒
状
の
管

が
差
し
込
ま
れ
て
連
結
さ

れ
た
、
縦
に
長
い
組
み
物
が

下
げ
ら
れ
て
い
る
。
木
製
の

枡
と
お
そ
ら
く
竹
製
の
管

で
作
ら
れ
て
い
る
こ
の
不
思
議
な
物
体
が
何
で
あ
る
か
。
こ

れ
を
知
る
た
め
に
、
本
図
と
同
様
に
子
ど
も
の
遊
び
を
主
題

と
し
た
参
考
図
版
を
見
て
み
よ
う
。

  「
お
さ
な
遊
び 

七
小
町  
清
水
小
ま
ち
」（
公
文
教
育
研

究
会
所
蔵
）
と
題
さ
れ
た
参
考
図
版
に
も
、
本
図
と
同
様

の
組
み
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
を
見
れ
ば
、
こ
の
仕

掛
け
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
よ
く
わ
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
い
わ

ゆ
る
「
サ
イ
ホ
ン
」
の
原
理
に
よ
り
、
高
い
台
上
の
水
を
竹

筒
を
通
し
て
引
き
落
と
し
、
下
の
枡
か
ら
噴
水
の
よ
う
に
吹

き
上
げ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
お
も

ち
ゃ
は
「
水
出
し
」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
噴
水

に
よ
っ
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
玉
が
竹
の
坂
道
を
転
が
っ
て
循
環

す
る
と
い
う
、
手
の
込
ん
だ
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
く
も
ん
子
ど
も
研
究
所
・
他
『
遊
べ
や
遊
べ
！　

子
ど
も

浮
世
絵
展
』
N
H
K
プ
ロ
モ
ー
シ
ョン
、
二
〇
〇
三
年
）。

　

ま
た
こ
の
図
は
、
平
安
の
歌
人
小
野
小
町
の
七
つ
の
物
語

を
語
る
謡
曲「
七
小
町
」の
う
ち「
清
水（
き
よ
み
ず
）小
町
」

を
見
立
て
て
い
る
。
京
都
の
清
水
寺
に
詣
で
た
旅
の
僧
が
、

音
羽
の
滝
の
前
で
思
い
出
し
た
小
町
の
歌
「
何
を
し
て　

身

の
い
た
づ
ら
に　

老
い
に
け
む（※

謡
曲
で
は「
老
い
ぬ
ら
ん
」）

　

滝
の
景
色
は　

か
わ
ら
ぬ
も
の
を
」
を
上
部
に
書
き
込
み
、

子
供
が
遊
ぶ
水
出
し
の
お
も
ち
ゃ
の
水
流
が
、
物
語
で
詠
ま

れ
た
清
水
寺
の
音
羽
の
滝
を
見
立
て
た
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
（
芳
賀
矢
一・
他
『
校
註
謡
曲
叢
書　

二
』

臨
川
書
店
、
一九
八
七
年
）。

　

元
の
「
子
宝
遊
」
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
水
出
し
の
基
本

形
状
は
同
様
だ
が
、
そ
の
吹
き
出
し
口
の
か
た
ち
は
大
き
く

異
な
って
い
る
。
後
ろ
に
あ
る
植
物
の
緑
色
と
同
化
し
て
判
然

と
し
な
い
が
、「
子
宝
遊
」
の
吹
き
出
し
口
に
は
、
ま
だ
ら

模
様
の
ガ
マ
ガ
エ
ル
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
こ
れ
は
作
り
物
の
カ
エ
ル
で
、
そ
の
口
か
ら
水
が
噴
き

出
す
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
水
を
受
け
る
場

所
に
、
山
水
景
の
箱
庭
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

江
ノ
島
の
盆
景

　

こ
の
箱
庭
の
左
の
島
を
よ
く
見
る
と
、
山
の
右
上
に
三
重

浮
世
絵
師
紹
介

歌
川
国
貞
（
う
た
が
わ
く
に
さ
だ
）
（
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
。

参考図版　文浪《おさな遊び　七小町　清水小まち》
享和期頃（1781～1800）、公文教育研究会所蔵
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歌
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虎
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鎌
倉
七
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ヶ
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江
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遠
見
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部
分

参
考
図
版
　
歌
川
貞
虎
《
鎌
倉
七
里
ヶ
浜

ヨ
リ
江
の
島
遠
見
》

文
化
12
年
〜
天
保
13
年（
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8
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5
〜
42
）、

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

塔
、
左
下
に
大
き
な
建
築
物
の
作
り
物
が
据
え
ら
れ

て
い
る
の
を
確
認
で
き
る
。
砂
州
が
つ
な
い
で
い
る
三
重

塔
と
建
築
物
が
あ
る
島
　
　
こ
の
風
景
を
ど
こ
か
で

見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
参
考
図
版
と
比
べ
る
こ
と

で
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
本
図
と
同
時
期
に
描
か
れ

た
歌
川
貞
虎
に
よ
る
江
ノ
島
を
描
い
た
図
が
そ
れ
だ
。

　
江
戸
時
代
に
は
既
に
、
江
島
弁
天
崇
拝
と
と
も
に

観
光
名
所
と
し
て
庶
民
の
人
気
を
得
て
い
た
江
ノ
島

（
現
神
奈
川
県
藤
沢
市
）
は
、
多
く
の
図
に
描
か
れ
て

い
る
。
参
考
図
版
に
お
い
て
も
、
砂
州
が
つ
な
ぐ
島
の

右
上
に
小
さ
く
、
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
運
動
で
取

り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
三
重
塔
の
姿
が
あ
り
、
山
の

中
腹
に
は
連
な
る
社
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
時
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
江
ノ
島
の
典
型
的
イ
メ
ー

ジ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、「
子
宝

遊
」
に
お
い
て
母
子
の
生
活
の
場
に
ひ
っ
そ
り
と
置
か
れ

た
山
水
景
の
箱
庭
は
、
江
ノ
島
イ
メ
ー
ジ
の
最
小
限
の

シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
実
景
表
現
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
今
月
紹
介
し
た
「
子
宝
遊
」
と
は
、
江
戸
の
人
々
の

典
型
的
な
夏
の
生
活
を
あ
ら
わ
す
道
具
で
構
成
さ
れ

て
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
手
抜
か
り
の
な
い
重
層
的

な
意
味
を
持
っ
た
図
像
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
一
枚
の
絵
に
こ
れ
だ
け
の
読
み
解
く
楽

し
み
が
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
改
め
て
教
え
ら
れ
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。（
続
く
）
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