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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

第
十
一
回

三
代
　
歌
川
豊
国《
四
季
花
く
ら
べ
の
内
　
秋
》

三代　歌川豊国《四季花くらべの内　秋》
大判錦絵三枚続　左：36.9×25.3㎝　中：36.7×25.4㎝　右：36.8×25.3㎝
嘉永６年（1853）６月　版元／辻屋安兵衛　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（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。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。

解
説
／
田
口
文
哉

秋
の
七
草

　

秋
の
野
に　

咲
き
た
る
花
を　

指
（
お
よ
び
）

折
り　

か
き
数
ふ
れ
ば　

七
種
（
な
な
く
さ
）
の

花
　

萩
の
花　

尾
花　

葛
花　

瞿
麦
（
な
で
し
こ
）

の
花　

女
郎
花
（
お
み
な
え
し
）　

ま
た
藤
袴　

朝

貌
（
あ
さ
が
お
）
の
花

　
（
山
上
憶
良　
『
万
葉
集
』
巻
八　

一
五
三
七
お

よ
び
一
五
三
八
）

　

万
葉
集
の
歌
人
、
山
上
憶
良
が
詠
ん
だ
こ
の
歌

に
ち
な
ん
で
、
秋
の
七
草
は
親
し
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。萩
、尾
花（
薄
）、葛
、瞿
麦（
撫
子
）、

女
郎
花
、
藤
袴
、
朝
貌
（
桔
梗
を
指
す
）、
以
上
七

種
の
草
花
で
、
春
の
七
草
と
は
異
な
り
、
そ
の
色

や
か
た
ち
を
見
て
楽
し
む
植
物
で
あ
る
。
今
月
の

一
枚
は
、
万
葉
の
時
代
か
ら
親
し
ま
れ
た
こ
う
し

た
秋
の
草
花
と
、
そ
の
前
に
立
つ
粋
な
男
女
の
姿

を
描
い
た
一
点
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
絵
に
あ
ら

わ
さ
れ
た
草
花
の
種
類
を
見
て
み
よ
う
。

夜
店
の
秋
の
草
花

　

鉢
植
が
並
ぶ
場
所
は
、
ろ
う
そ
く
の
火
が
灯
る

夜
店
の
縁
日
。
そ
こ
に
は
三
枚
続
き
の
横
に
長
い

パ
ノ
ラ
マ
画
面
を
最
大
限
に
用
い
て
、
画
面
の
右

か
ら
中
央
に
か
け
て
、
そ
し
て
や
や
間
を
と
っ
て

そ
の
左
側
に
も
二
段
式
の
棚
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。

棚
の
上
に
は
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
染
付
な
ど
色

鮮
や
か
な
鉢
に
植
え

ら
れ
た
二
十
三
点
の

秋
の
草
花
が
並
ん
で

い
る
。
こ
れ
ら
の
鉢

に
は
、
万
年
青
（
お

も
と
）
や
蘇
鉄
、
松

葉
蘭
な
ど
、
背
の
低

い
草
花
が
植
え
ら

れ
、
一
つ
と
し
て
重

な
る
こ
と
な
く
整
然

と
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ

れ
て
い
る
。
植
物
の

種
類
も
連
続
せ
ず
、

鉢
の
文
様
も
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
こ
の
描

写
は
、
江
戸
時
代
末

期
の
鉢
植
文
化
の
一

つ
の
高
み
を
示
す
典

型
例
と
言
え
る
も
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の

棚
の
す
ぐ
下
に
は
、

対
照
的
に
素
焼
き
の

鉢
に
植
え
ら
れ
た
植

物
が
雑
然
と
置
か
れ

て
い
る
。
棚
の
上
の

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
用
商
品
と
は
異
な
り
、
主
と
し
て
購
入
し
て
持
ち

帰
る
た
め
の
売
り
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
前
に
い
る
人
物

の
脇
に
は
、
背
の
高
い
植
物
が
根
巻
き
の
状
態
で
置
か
れ
て
い
る
。

一
番
右
に
は
シ
オ
ン
と
萩
、
中
央
の
紙
に
は
ム
ク
ゲ
と
菊
、
そ
の

左
に
は
女
郎
花
と
薄
と
い
っ
た
具
合
だ
。
中
央
紙
右
下
に
は
、
束

ね
ら
れ
た
芝
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
に
挙
げ
て
き
た
よ
う
な
植
物
の
種
類
を
で
き
う
る
限
り
書

き
出
し
た
も
の
が
、
右
に
挙
げ
た
挿
図
で
あ
る
（『
美
術
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
名
品
選
』（
さ
い
た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
）

よ
り
転
載
。
元
図
は
さ
い
た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
所
蔵
品
）。
こ

こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
絵
の
背
景
は
他
の
絵
に
は
な
い

ボ
リ
ュ
ー
ム
で
秋
の
植
物
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
を
背
景
に
、
三
人
の
人
物
た
ち
が
描
き
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
、
こ
の
三
人
は
せ

っ
か
く
の
夜
店
に
背
を
向
け
て
、
買
い
物
を
す
る
で
も
な
く
こ
ち

ら
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
た
ち
、
い
っ
た
い
何
者

な
の
だ
ろ
う
か
。

隠
さ
れ
た
役
者
の
姿

　

夜
店
の
植
木
棚
の
前
に
い
る
三
人
の
人
物
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、

実
は
単
な
る
通
行
人
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
役
者
を
描
い
た
も
の
で
、

こ
の
絵
が
夜
店
前
の
情
景
を
見
立
て
た
役
者
絵
と
も
な
っ
て
い
る

こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
三
人
の
人

物
の
一
人
一
人
に
隠
さ
れ
た
コ
ー
ド
（
約
束
事
）
を
読
み
取
っ
て

い
こ
う
。

　

ま
ず
は
中
央
の
男
に
注
目
す
る
。
男
が
左
手
に
も
つ
紙
入
（
財
布
）

に
は
、
朱
で
三
本
の
筋
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
市
川
家
の
定

紋
「
三
枡
」
に
ち
な
む
三
筋
模
様
で
、
こ
の
絵
の
制
作
年
代
か
ら
、

男
が
八
代
目
市
川
団
十
郎
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
次

に
、
左
の
お
歯
黒
の
女
性
が
持
つ
懐
紙
に
は
、
挟
ま
れ
た
鎖
の
先

に
根
付
の
花
が
つ
い
て
お
り
、
こ
の
花
が
坂
東
家
ゆ
か
り
の
模
様

で
あ
る
「
花
勝
見
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
性
は
初
代
坂
東
し
う

か
扮
す
る
人
物
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
後

に
、
右
側
の
女
性
が
持
つ
団
扇
に
描
か
れ
た
季
節
外
れ
の
杜
若
（
か

き
つ
ば
た
）
か
ら
は
、
本
連
載
第
六
回
で
も
と
り
あ
げ
た
、
俳
名
「
杜

若
（
と
じ
ゃ
く
）」
を
持
つ
三
代
目
岩
井
粂
三
郎
を
当
て
ら
れ
る
の

で
あ
る
（
参
考
：
新
藤
茂
「
今
月
の
表
紙
」、『
歌
舞
伎
座
番
付
』

二
〇
〇
六
年
九
月
所
載
）。

絵
な
ら
で
は
の
働
き

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
歌
舞
伎
役
者

を
あ
ら
わ
し
た
本
図
は
、
一
枚
だ
け
を
と
っ
て
も
独
立
し
た
ブ
ロ

マ
イ
ド
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
見
る
と
、
背

景
の
植
物
と
前
に
立
つ
人
物
の
取
り
合
わ
せ
に
も
注
目
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
中
央
の
団
十
郎
の
浴
衣
の
染
め
模
様
は
、
背
景
に
置
か

れ
た
染
付
鉢
や
ム
ク
ゲ
の
花
の
色
と
親
和
性
を
も
ち
、
右
の
粂
三

郎
扮
す
る
女
性
の
着
物
の
紫
色
は
、
根
巻
き
の
桔
梗
や
シ
オ
ン
の

花
色
な
ど
と
同
じ
だ
。
そ
し
て
左
の
し
う
か
の
着
物
の
文
様
は
、

薄
の
垂
直
の
シ
ル
エ
ッ
ト
と
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
人
の
ス
タ
ー
と
、
三
枚
を
揃
え
る
こ
と
で
で
き
あ
が

る
豪
華
な
植
木
棚
の
相
乗
効
果
が
本
作
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
見

事
な
植
木
棚
を
舞
台
装
置
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絵
の
上
で
は
前

に
立
つ
役
者
た
ち
を
よ
り
効
果
的
に
、
華
や
か
に
盛
り
立
て
る
絵

な
ら
で
は
の
働
き
を
、
他
で
も
な
い
鉢
植
な
ど
の
植
物
に
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
続
）
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