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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

解
説
／
田
口
文
哉

春
夜

　
　
　
春
宵
一
刻
値
千
金

　
　
　
花
有
清
香
月
有
陰

　
　
　
歌
管
楼
台
声
細
細

　
　
　
鞦
韆
院
落
夜
沈
沈

　
「
春
夜
」と
題
さ
れ
た
こ
の
七
言
絶
句（
一
句
七
文
字
の
四
行
詩
）の
漢
詩
は
、中
国
・
北
宋
時
代（
十

〜
十
三
世
紀
）
の
地
方
官
僚
で
も
あ
っ
た
詩
人
、
蘇
軾
（
そ
し
ょ
く
。
蘇
東
坡
／
そ
と
う
ば
と
号
し
た
。

１
０
３
６
年
〜
１
１
０
１
年
）
が
詠
じ
た
。

　

こ
の
漢
詩
を
読
み
下
し
、
現
代
語
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

春
宵
（
し
ゅ
ん
し
ょ
う
）　

一
刻
（
い
っ
こ
く
）　

値
（
あ
た
い
）　

千
金
（
せ
ん
き
ん
）

　

花
に
清
香
（
せ
い
こ
う
）
あ
り　

月
に
陰
（
か
げ
）
あ
り

　

歌
管
（
か
か
ん
・
歌
や
管
弦
の
音
）　

楼
台
（
ろ
う
だ
い
・
高
い
建
物
）　

声
（
こ
え
）　

細
々
（
さ

　

い
さ
い
）

　

鞦
韆
（
し
ゅ
う
せ
ん
・
ぶ
ら
ん
こ
の
こ
と
）　

院
落
（
い
ん
ら
く
・
中
庭
の
こ
と
）　

夜
（
よ
る
）

　

沈
沈
（
ち
ん
ち
ん
）

　

春
の
夜
の
ひ
と
と
き
は
、
千
金
に
も
あ
た
い
す
る
。
花
は
清
ら
か
な
香
り
を
放
ち
、
月
は
お
ぼ
ろ

に
霞
（
か
す
）
ん
で
い
る
。
さ
き
ほ
ど
ま
で
歌
声
や
管
弦
で
あ
れ
ほ
ど
賑
や
か
だ
っ
た
高
楼
は
、
声

も
す
っ
か
り
静
ま
り
返
り
、
女
た
ち
が
あ
そ
ん
で
い
た
中
庭
の
ぶ
ら
ん
こ
も
、
い
ま
は
静
か
に
垂
れ

下
が
り
、
夜
は
深
々
と
ふ
け
て
い
く
。

　

漢
詩
の
原
文
で
は
、
詩
の
意
味
や
世
界
観
は
つ
か
み
づ
ら
い
が
、
読
み
下
し
と
現
代
語
訳
を
ふ
ま

え
、
こ
と
ば
を
空
想
の
な
か
で
遊
ば
せ
る
と
、
春
の
夜
の
宴
の
後
に
や
っ
て
く
る
、
蘇
軾
が
感
じ
た

静
か
な
感
興
が
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
詩
の
、
春
の
夜
の
風
情
は
千
金
に
も
値
す
る
と
い
う
意
味
の
初
句
は
、
時
代
と
国
を
超
え
て
、

日
本
で
も
能
や
歌
舞
伎
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
文
芸
や
芸
能
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
年
を

迎
え
た
本
号
で
は
、
ま
さ
に
初
春
の
風
情
に
ふ
さ
わ
し
い
、
こ
の
詩
の
初
句
を
冠
し
た
作
品
を
紹
介

す
る
。

梅
の
宴
の
晴
れ
舞
台

　

ま
ず
は
こ
の
絵
を
じ
っ
く
り
見
て
い
こ
う
。
画
面
左
側
の
中
景
か
ら
遠
景
に
か
け
て
は
広
大
な
池

が
広
が
り
、
対
岸
に
は
屋
敷
や
太
鼓
橋
が
見
え
て
い
る
。
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
お

そ
ら
く
大
名
庭
園
と
思
わ
れ
る
場
で
あ
る
。
こ
の
池
の
ほ
と
り
の
み
ご
と
な
花
を
咲
か
せ
た
白
梅
の

根
元
に
、
白
や
赤
の
椿
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
、
そ
の
右
側
の
竹
垣
の
手
前
に
は
水
仙
が
花
を
咲
か
せ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
初
春
を
代
表
す
る
花
々
で
あ
る
。

　

次
に
手
前
の
女
性
た
ち
が
集
ま
る
仮
設
の
座
敷
に
は
ろ
う
そ
く
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
遠
景
の
夜

空
や
画
面
左
端
の
灯
篭
の
三
日
月
形
の
窓
か
ら
こ
ぼ
れ
る
と
も
し
火
か
ら
も
、
こ
の
場
面
が
春
の
夜
、

つ
ま
り
題
名
に
あ
る
「
春
宵
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
梅
の
木
元
に
、
き
ら

三
代 

歌
川
豊
国
《
春
宵　

梅
ノ
宴
（
し
ゅ
ん
し
ょ
う 

う
め
の
う
た
げ
）
》

大
判
錦
絵
三
枚
続　

各
紙
と
も
35.
9×

25
㎝　

弘
化
４
〜
嘉
永
５
年
（
1
8
4
7
〜
1
8
5
2
）　

版
元
／
林
屋
庄
五
郎　

個
人
蔵

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
（
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
。
当
時
の
鉢
植
・
盆
栽
文
化
を
知
る
上
で
、
最
も
参
考
に
な
る
絵
師
と
言
え
る
。

第
二
十
六
回

三
代
　
歌
川
豊
国
《
春
宵
　
梅
ノ
宴
》

び
や
か
な
着
物
に
身
を
包
ん
だ
女
性
だ
け
が
集
ま
っ
て
宴
を
開
こ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
春
宵　

梅
の
宴
」
で
あ
る
。

　

咲
き
誇
る
花
の
色
気
に
も
劣
ら
な
い
女
性
た
ち
の
豪
華
な
着
物
は
、
右

の
女
性
か
ら
、
鮮
や
か
な
青
色
の
留
袖
で
、
そ
の
裾
の
裏
地
に
は
ヤ
ジ
ロ

ベ
エ
の
紋
様
が
施
さ
れ
て
い
た
り
、
そ
の
左
で
座
敷
に
腰
掛
け
、
楊
枝
を

く
わ
え
る
眉
剃
り
、
お
歯
黒
の
お
か
み
さ
ん
の
場
合
は
、「
蜀
江
（
し
ょ
く

こ
う
）」
と
呼
ば
れ
る
八
角
形
と
四
角
形
を
組
み
合
わ
せ
た
中
国
由
来
の
紋

様
で
あ
る
。
次
に
中
央
で
座
敷
の
上
に
立
つ
振
袖
の
お
嬢
さ
ん
は
、「
松
皮

菱
」
紋
の
粋
な
色
づ
か
い
の
着
物
を
着
込
み
、
帯
は
鳳
凰
紋
、
手
に
持
つ

畳
紙
に
は
銀
鎖
を
か
け
る
と
い
う
お
し
ゃ
れ
な
装
い
で
、
そ
の
手
に
は
し

っ
か
り
と
猪
口
を
携
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

座
敷
の
上
に
は
料
理
が
盛
ら
れ
た
鉢
と
、「
杯
洗
（
は
い
せ
ん
）」
と
呼

ば
れ
る
杯
を
洗
う
器
に
水
が
張
ら
れ
、
猪
口
が
一
つ
浮
か
ん
で
い
る
。
次

に
も
う
一
人
腰
掛
け
て
い
る
留
袖
の
お
か
み
さ
ん
が
振
り
返
る
視
線
の
先

に
は
、
二
人
の
女
性
が
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
挨
拶
す
る
振
袖
の

お
嬢
さ
ん
の
着
物
は
、
紫
地
に
杜
若
が
散
ら
さ
れ
、
福
良
雀
が
舞
い
飛
ぶ

紋
様
。
後
ろ
の
留
袖
の
お
か
み
さ
ん
は
、
松
笠
と
思
わ
れ
る
紋
様
で
あ
る
。

い
ず
れ
劣
ら
ぬ
晴
れ
着
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
集
ま
っ
た
女
性
た
ち
の

視
線
を
た
ど
る
と
、
中
央
と
左
に
い
る
振
袖
の
お
嬢
さ
ん
を
中
心
に
、
ど

ち
ら
の
着
物
が
す
ば
ら
し
い
か
、
見
た
目
を
競
う
か
の
よ
う
な
女
性
の
好

奇
心
も
感
じ
ら
れ
る
絵
作
り
で
あ
る
。

宴
を
引
き
立
て
、
女
性
を
彩
る

　

女
性
だ
け
の
宴
の
場
。
こ
の
晴
れ
の
舞
台
を
彩
る
よ
う
に
、
棚
の
上
に

七
点
の
鉢
物
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
上
段
右
か
ら
、
瑠
璃
釉
波
濤
文
の
長
方

鉢
に
ざ
わ
め
く
よ
う
な
み
ご
と
な
枝
ぶ
り
の
白
梅
。
続
い
て
氷
裂
文
の
鉢

に
万
両
が
赤
い
実
を
つ
け
て
お
り
、
そ
の
奥
に
は
七
宝
繋
ぎ
、
特
に
中
心

に
花
を
あ
し
ら
っ
た
「
花
七
宝
」
と
呼
ば
れ
る
文
様
の
鉢
に
、
枝
垂
れ
の

白
梅
が
満
開
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
次
に
下
段
に
下
り
る
と
、
向
こ
う

か
ら
竹
文
様
の
鉢
に
松
。
隣
は
宝
尽
く
し
の
長
方
鉢
に
松
葉
蘭
。
そ
し
て

手
前
に
は
ま
ず
縞
文
の
染
付
鉢
が
見
え
、
続
い
て
卍
崩
し
の
文
様
の
袋
式

の
鉢
に
は
、
こ
れ
も
初
春
の
花
の
代
名
詞
で
あ
る
福
寿
草
が
花
を
咲
か
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

庭
木
の
花
々
と
こ
れ
ら
鉢
植
の
花
や
木
、
そ
し
て
女
性
の
着
物
が
、
夜

空
を
バ
ッ
ク
に
と
も
し
火
を
受
け
て
浮
か
び
上
が
り
、
女
性
た
ち
の
宴
の

場
を
一
層
鮮
や
か
に
装
い
、
主
人
公
た
る
女
性
た
ち
を
引
き
立
て
る
舞
台

装
置
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
が
絵
空
事
で
あ
ろ
う

と
な
か
ろ
う
と
、「
春
宵　

梅
の
宴
」
の
場
と
人
を
引
き
立
て
る
絵
画
表
現

な
ら
で
は
の
華
や
か
さ
が
、
こ
の
図
の
最
大
の
見
せ
場
で
あ
ろ
う
。

「
絶
景
か
な
、
絶
景
か
な
、
春
の
眺
め
は
値
千
金
と
は
、
小
せ
え
、
小
せ
え
。

こ
の
五
右
衛
門
に
は
値
万
両
、
は
や
陽
も
西
に
傾
き
、
ま
こ
と
に
春
の
夕

暮
れ
に
、
花
の
盛
り
も
又
ひ
と
し
お
、
は
て
う
ら
ら
か
な
眺
め
じ
ゃ
な
あ
」

「
春
宵
一
刻
」
の
句
が
引
用
さ
れ
た
歌
舞
伎
「
楼
門
五
三
桐
（
さ
ん
も
ん
ご

さ
ん
の
き
り
）」
で
、
主
人
公
の
石
川
五
右
衛
門
は
京
都
南
禅
寺
の
山
門
の

上
で
こ
う
見
栄
を
き
る
。
稀
代
の
大
盗
賊
も
、
梅
の
宴
に
集
ま
る
女
性
た

ち
も
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
見
る
私
た
ち
も
、
花
に
魅
了
さ
れ
、
花
に
彩
ら

れ
て
、
い
つ
の
時
代
の
人
々
も
共
有
し
て
き
た
春
の
夜
の
え
も
い
わ
れ
ぬ

風
情
を
堪
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
続
く
）
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