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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

第
一
回

鳥
居
清
長
《
風
俗
東
之
錦
　
植
木
売
り
》

鳥居清長《風俗東之錦（ふうぞくあずまのにしき）　植木売り》
大判錦絵　38.5×25.1㎝　天明３～４年（1783～84）頃　版元印なし　個人蔵
浮世絵師紹介　鳥居清長　宝暦２～文化12年（1752～1815）
江戸日本橋の本屋、白子屋市兵衛の子として生まれた。浮世絵師の一派である鳥居派三代目の初代鳥居清満に入門し、師の
没後四代目を襲名した。天明期（1781～88）を中心に、大判と呼ばれる従来より大型の紙を用い、スタイルのよい女性の
全身肖像や群像を多数制作。これが人気を博し、美人画の典型となった。また、大判の紙を２枚、３枚とつなげてワイドな
大画面として用いる続絵（つづきえ）によって、その後の浮世絵の可能性に新たな展開をもたらした絵師である。

浮
世
絵
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
鉢
植
・
盆
栽

　

江
戸
時
代
に
、
お
も
に
江
戸
の
町
人
の
文
化
、
つ
ま
り
「
浮
世
」
の
風
俗
を
題
材
に

し
た
版
画
が
大
流
行
し
た
。浮
世
絵
版
画
で
あ
る
。明
和
期（
1
7
6
4
〜
）以
降
に
は
、

色
版
を
多
数
用
い
て
摺
り
上
げ
た
彩
色
豊
か
な
「
錦
絵
」
と
呼
ば
れ
る
多
色
木
版
が
売

り
出
さ
れ
、
階
層
の
上
下
を
問
わ
ず
好
ま
れ
た
。

　

こ
の
浮
世
絵
に
、
江
戸
以
降
の
町
人
た
ち
が
親
し
ん
だ
鉢
植
・
盆
栽
が
驚
く
ほ
ど
数

多
く
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
案
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
右
に
挙
げ
た

鳥
居
清
長
や
喜
多
川
歌
麿
ら
現
代
に
お
い
て
も
っ
と
も
著
名
な
浮
世
絵
師
ら
が
活
躍
す

る
天
明
・
寛
政
期
（
18
世
紀
末
）
頃
か
ら
幕
末
・
明
治
期
を
中
心
と
し
て
、
美
人
画
や

役
者
絵
、
風
俗
画
等
々
の
画
面
内
に
、
時
に
は
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
、
時
に
は
絵
の
主

役
と
し
て
大
胆
に
、
鉢
植
・
盆
栽
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
連
載
の
ね
ら
い

　

今
号
よ
り
始
ま
る
こ
の
小
連
載
は
、
こ
う
い
っ
た
江
戸
期
以
降
、
明
治
時
代
ま
で
制

作
さ
れ
続
け
た
浮
世
絵
版
画
を
毎
号
一
点
な
い
し
二
点
ず
つ
取
り
上
げ
、
絵
の
中
に
あ

ら
わ
さ
れ
た
鉢
植
・
盆
栽
に
注
目
し
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
本
連
載
で
は
特
に
、絵
を
一
見
し
た
だ
け
で
は
見
過
ご
し
て
し
ま
い
が
ち
な
、

浮
世
絵
世
界
の
語
る
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
描
か
れ
た
人
間
を
含
め
絵
に
あ

ら
わ
さ
れ
た
モ
ノ
、
す
な
わ
ち
「
図
像
」
は
、
何
を
あ
ら
わ
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
か
。
そ
し
て
モ
ノ
は
絵
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
独
自
に
担
っ
て
い
る

の
か
。
本
連
載
の
ね
ら
い
は
、
そ
れ
を
浮
世
絵
版
画
を
対
象
に
読
み
込
む
こ
と
、
さ
ら

に
つ
っ
こ
ん
で
言
え
ば
、
絵
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
盆
栽
を
含
め
た
図
像
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
か
ら
、
こ
の
連
載
の
題
名
が
生
ま
れ
た
。

名
付
け
て
「
盆
栽
（
は
ち
う
え
）
の
図
像
学
」
で
あ
る
。

一
枚
目
の
作
品

　

第
一
回
に
取
り
上
げ
る
作
品
は
、
天
明
期
（
1
7
8
1
〜
）
以
降
、
浮
世
絵
に
美
人

画
の
新
た
な
潮
流
を
生
み
出
し
た
浮
世
絵
師
、
鳥
居
清
長
に
よ
る
《
風
俗
東
之
錦　

植

木
売
り
》
で
あ
る
。「
風
俗
東
之
錦
」
と
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
「
東
」
す
な
わ
ち
江

戸
の
風
俗
を
題
材
に
し
た
も
の
で
、
女
性
た
ち
を
主
人
公
と
し
た
全
20
図
の
シ
リ
ー
ズ

か
ら
な
り
、
本
作
は
そ
の
う
ち
の
一
点
に
あ
た
る
。

　

ま
ず
絵
を
見
て
み
よ
う
。
絵
の
中
心
部
に
は
、「
台
輪
（
だ
い
わ
）」
と
呼
ば
れ
る
竹

組
で
吊
る
す
運
搬
具
の
板
上
に
、
大
小
含
め
て
５
点
の
鉢
植
・
盆
栽
が
置
か
れ
て
い
る
。

手
前
に
は
小
型
の
鉢
と
石
台
（
せ
き
だ
い
）
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
容
器
に
植
え
ら
れ
た

福
寿
草
が
３
点
置
か
れ
、
左
奥
に
は
松
と
福
寿
草
が
寄
せ
植
え
に
さ
れ
た
鉢
が
１
点
、

中
央
奥
に
は
花
が
咲
い
た
梅
の
大
き
な
盆
栽
が
１
点
置
か
れ
て
い
る
。そ
の
種
類
か
ら
、

季
節
は
正
月
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
絵
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は
ご
く
小
さ
い
な
が

ら
も
、
特
筆
す
べ
き
は
、
植
物
の
生
き
生
き
と
し
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
、
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鉢
も
含
め
た
丁
寧
な
描
き
こ
み
で
あ
る
。

　

ど
う
や
ら
こ
れ
ら
の
鉢
植
は
、
右
側
に
屈
ん
で
い
る
手
ぬ
ぐ
い
を
被
っ
た
青
年
が
担

い
で
売
り
に
や
っ
て
き
た
商
品
の
よ
う
で
あ
る
。
青
年
の
腰
の
向
こ
う
に
は
店
番
の
た

め
に
腰
掛
け
て
い
た
台
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。そ
し
て
盆
栽
を
は
さ
ん
だ
左
側
に
は
、

そ
の
盆
栽
に
興
味
を
示
し
て
足
を
止
め
た
、
す
ら
り
と
し
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
二
人

の
女
性
の
立
ち
姿
。
彼
女
ら
の
後
ろ
に
は
お
付
き
の
少
年
が
お
り
、
お
そ
ら
く
裕
福
な

家
庭
の
母
子
か
と
思
わ
れ
る
。顔
を
近
づ
け
て
左
手
を
指
差
そ
う
と
し
て
い
る
女
性
は
、

留
袖
を
着
た
お
か
み
さ
ん
。
対
し
て
奥
の
女
性
は
振
袖
を
着
た
娘
さ
ん
で
、
そ
の
や
り

と
り
を
ち
ょ
っ
と
す
ま
し
て
遠
め
に
見
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
の
見
せ
場

　

絵
の
内
容
は
、
江
戸
市
中
に
立
つ
植
木
売
り
の
も
と
に
通
り
か
か
っ
た
親
子
連
れ
が

足
を
止
め
た
、
日
常
の
ひ
と
コ
マ
を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
場
面
だ
と
一
応
は
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
美
人
母
子
と
ま
だ
若
い
植
木
売
り
の
、
視
線
を
合
わ

せ
る
よ
う
で
合
わ
せ
て
い
な
い
、
読
者
に
な
に
か
期
待
を
も
た
せ
る
よ
う
な
親
密
な
緊

張
関
係
は
、
ど
う
理
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
絵
な
ら
で
は
の
場
面
の
見
せ
方
に
、

改
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
絵
の
重
要
な
点
、
そ
れ

は
、
美
人
母
子
と
植
木
売
り
の
美
男
子
の
取
り
合
わ
せ―

―

日
常
生
活
の
光
景
の
な
か

に
埋
め
込
ま
れ
た
こ
の
取
り
合
わ
せ
こ
そ
が
、
こ
の
絵
の
最
大
の
見
せ
場
に
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

隠
さ
れ
た
男
と
女
の
ド
ラ
マ

　

事
実
、
江
戸
の
植
木
屋
は
、
当
時
最
大
の
娯
楽
だ
っ
た
歌
舞
伎
の
主
要
配
役
と
も
な

る
、
粋
な
男
の
代
表
格
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
い
い

男
と
裕
福
な
美
人
母
子
の
や
り
と
り
は
、
世
間
が
憧
れ
る
「
絵
」
な
ら
で
は
の
取
り
合

わ
せ
だ
。
そ
う
い
っ
た
市
中
の
人
々
の
憧
憬
を
敏
感
に
察
知
し
、
日
常
に
つ
な
が
る
題

材
と
し
て
絵
画
化
し
た
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
絵
の
魅
力
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
絵
は
、
江
戸
市
中
の
憧
れ
の
存
在
で
も
あ
っ
た
植
木
屋
を
若
い
美
男
子
に
見
立

て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
美
し
い
母
と
娘
そ
れ
ぞ
れ
の
微
妙
な
や
り
と
り
の
相
違
を
、
画

面
上
に
み
ご
と
に
構
造
化
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
微
妙
な
三
角
関
係

の
世
界
、
秘
め
ら
れ
た
男
と
女
の
繊
細
な
ド
ラ
マ
が
、
盆
栽
を
買
い
求
め
る
日
常
の
光

景
を
借
り
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
描
か
れ
た
盆
栽
が

物
語
の
発
端
を
な
す
格
好
の
小
道
具
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
一
図
は
、
そ
う
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
見
る
も
の
に
向
け
て
物
語
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
絵
の
読
み
方
に
つ
い
て
付
け
加
え
れ
ば
、
男
女
の
三
角
関
係
の
世
界
の

親
密
さ
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
働
き
を
、
一
人
そ
っ
ぽ
を
向
い
た
少
年
の
そ
ぶ
り

が
担
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
最
後
に
注
意
を
は
ら
っ
て
お
き
た
い
。（
続
）
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哉


