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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

解
説
／
田
口
文
哉

似
て
非
な
る
二
枚
の
浮
世
絵

　

今
月
は
二
枚
の
絵
を
用
意
し
た
（
1
1
6
頁
に
二
枚
目
を
掲
載
）。
夏
の
夜
の
縁

日
の
情
景
を
描
い
た
二
点
の
錦
絵
で
あ
る
。
こ
の
二
枚
、
見
比
べ
て
、
お
や
っ
と
思

う
こ
と
だ
ろ
う
。
同
じ
絵
柄
の
よ
う
で
い
て
、
ど
う
や
ら
少
し
ず
つ
異
な
る
点
が
あ

る
ら
し
い
。
前
に
い
る
女
性
た
ち
は
似
た
よ
う
な
ポ
ー
ズ
で
立
っ
て
い
て
、
背
景
に

細
か
く
さ
ま
ざ
ま
描
か
れ
た
道
具
立
て
に
も
共
通
点
が
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
よ

く
似
た
印
象
で
は
あ
る
が
、
少
し
落
ち
着
い
て
観
察
を
は
じ
め
る
と
、
ま
っ
た
く
異

な
る
点
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
前
に
い
る
人
物
の
顔
は
、
れ
っ
き
と
し
た
美
人

の
女
性
に
対
し
て
、
迫
力
の
あ
る
特
徴
的
な
容
貌
の
女
性
。
そ
し
て
背
景
の
構
成
は
、

ど
う
や
ら
三
枚
続
の
絵
の
方
か
ら
、
中
央
の
絵
を
う
ま
く
抜
い
て
つ
な
げ
た
も
の
で

あ
る
と
わ
か
っ
て
く
る
。
三
枚
続
の
絵
と
、
二
枚
続
の
絵
の
制
作
年
代
の
差
は
わ
ず

か
数
年
。
二
枚
続
の
絵
の
作
者
は
、
明
ら
か
に
三
枚
続
の
絵
に
範
を
と
っ
て
、
そ
こ

に
脚
色
を
施
し
た
独
自
の
絵
作
り
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
絵
師
の
ゲ
ー
ム
と
も
言
え

そ
う
な
二
枚
の
絵
の
関
係
。
こ
う
し
た
比
較
の
楽
し
み
が
、
こ
の
絵
を
た
ま
ら
な
く

興
味
深
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

夏
の
夜
の
縁
日

　

こ
こ
で
詳
し
く
二
枚
の
絵
を
見
て
ゆ
こ
う
。
三
枚
続
の
絵
は
、
題
名
を
「
ゑ
ん
日

乃
景
」、
す
な
わ
ち
「
縁
日
の
景
」
と
い
う
よ
う
に
、
夏
の
夜
の
縁
日
の
情
景
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
。
三
枚
の
紙
の
一
枚
ご
と
に
女
性
を
中
心
と
し
た
全
身
肖
像
を
あ

ら
わ
し
、
そ
れ
で
い
て
三
枚
を
つ
な
げ
た
パ
ノ
ラ
マ
画
面
に
よ
っ
て
、
露
店
が
並
ぶ

様
子
を
描
い
て
い
る
。
三
枚
続
の
紙
の
構
造
を
う
ま
く
利
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
さ

ら
に
各
紙
に
よ
っ
て
露
店
の
種
類
を
も
描
き
分
け
て
い
る
点
に
、
こ
の
絵
の
巧
み
な

構
成
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

向
か
っ
て
右
の
紙
に
は
、「
ひ
ょ
う
そ
く
」
と
呼
ば
れ
る
照
明
具
に
照
ら
さ
れ
た
、

二
段
の
棚
を
設
え
た
植
木
屋
の
露
店
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
端
に
は
、
満
開
の
紫
陽

花
が
青
い
花
を
咲
か
せ
て
お
り
、
そ
の
上
部
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
、
松
の
鉢
植
の

歌
川
国
貞
《
ゑ
ん
日
乃
景
》

大
判
錦
絵
三
枚
続　
右
：
37.
0×
25.
1
㎝　

中
：
37.
0×

24.
5
㎝　

左
：
37.
0×

24.
1
㎝　

文
政
後
期（
1
8
2
4
〜
3
0
）頃

版
元
／
山
本
屋
平
吉　

さ
い
た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
蔵

春
梅
斎
北
英
、
丸
丈
斎
国
広
《
見
立 
岡
嶋
屋
璃
寛　

見
立 

大
和
屋
紫
若
》

大
判
錦
絵
二
枚
続　
右
：
38.
0×

26.
2
㎝ 
左
：
38.
1×

26.
2
㎝　

天
保
３
年（
1
8
3
2
）
版
元
／
天
満
屋
喜
兵
衛　

個
人
蔵

浮
世
絵
師
紹
介

歌
川
国
貞
（
う
た
が
わ
く
に
さ
だ
）
天
明
6
〜
元
治
元
年
（
1
7
8
6
〜
1
8
6
4
）

後
に
三
代
歌
川
豊
国
を
襲
名
す
る
江
戸
末
期
の
浮
世
絵
師
。
数
多
い
浮
世
絵
師
の
な
か
で
も
最
大
級
の
作
例
を
残
し
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
、
非
常
に
多
く
の
鉢
植
が
彼
の
浮
世
絵
版
画
に
も
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
八
回

歌
川
国
貞
《
ゑ
ん
日
乃
景
（
え
ん
に
ち
の
け
い
）
》

春
梅
斎
北
英
、
丸
丈
斎
国
広
《
見
立 

岡
嶋
屋
璃
寛
（
り
か
ん
）
　

見
立 

大
和
屋
紫
若
（
し
じ
ゃ
く
）
》

姿
が
の
ぞ
い
て
い
る
。そ
の
左
に
は
染
付
鉢
に
植
え
ら
れ
た
万
両
と
つ
つ
じ
が
並
び
、

菊
と
思
わ
れ
る
花
と
朱
色
の
花
を
咲
か
せ
た
植
物
が
根
巻
き
の
状
態
で
地
面
に
置
か

れ
て
い
る
。
下
段
に
移
っ
て
も
染
付
鉢
の
姿
が
見
え
、
そ
の
脇
に
は
山
百
合
が
大
き

な
花
を
咲
か
せ
て
お
り
、
右
下
に
は
積
ま
れ
た
芝
の
上
に
蘇
鉄
の
鉢
が
置
か
れ
て
い

る
。

　

そ
の
前
に
い
る
白
地
の
浴
衣
を
着
た
女
性
は
、
こ
の
露
店
で
買
い
求
め
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
、
陶
器
の
鉢
に
植
え
ら
れ
た
な
で
し
こ
を
右
手
に
掲
げ
も
っ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
。
後
ろ
に
美
人
の
描
か
れ
た
団
扇
で
口
元
を
隠
し
た
女
の
子
を
連
れ
添
い
、
振

り
返
る
姿
も
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
浴
衣
の
藍
染
の
紋
様
に
は
絵
師

の
遊
び
心
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
実
は
版
元
の
山
本
平
吉
の
名
や
、
絵
師
で
あ
る
国
貞

の
名
な
ど
が
さ
り
げ
な
く
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
点
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

次
に
中
央
の
紙
に
移
る
と
、
後
ろ
に
描
か
れ
た
円
形
の
た
ら
い
に
は
水
が
張
ら
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
無
数
の
金
魚
が
泳
い
で
い
る
姿
が
見
え
る
。
日
除
け
の
す
だ
れ
や
、

金
魚
を
す
く
う
網
な
ど
も
確
認
で
き
る
、
金
魚
屋
の
露
店
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
左

に
は
、
市
松
文
様
の
装
飾
が
目
立
つ
大
き
な
屋
台
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

何
屋
の
露
店
で
あ
ろ
う
か
。当
時
の
人
々
に
は
す
ぐ
に
も
わ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

我
々
は
絵
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
ヒ
ン
ト
か
ら
こ
れ
を
読
み
と
っ
て
い
こ

う
。
ま
ず
は
こ
の
屋
台
の
軒
先
に
吊
る
さ
れ
た
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
し
た
籠

が
一
つ
目
の
ヒ
ン
ト
。
次
に
画
面
中
央
部
左
端
に
描
か
れ
た
丸
い
黒
い
枠
が
二
つ
目

の
ヒ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
黒
丸
の
中
に
、
か
す
か
に
白
い
点
が
い
く
つ
も
飛
ん
で
い

る
の
が
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
つ
ま
り
こ
れ
は
蛍
を
入
れ
た
籠
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
屋
台
に
か
け
ら
れ
た
提
灯
に
、「
ほ
た
る
、
松
む
し
、
鈴
虫
、
草

ひ
ば
り
」（
個
人
蔵
の
別
版
を
参
照
）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
屋
台

は
虫
屋
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
金
魚
屋
と
虫
屋
の
前
に
い
て
そ
れ
ぞ
れ
向
き
合
う
女
性
た
ち
に
は
、
な

ん
ら
か
の
交
渉
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。金
魚
屋
の
前
に
は
、提
灯
持
ち（
提

灯
の
文
と
し
て
絵
師
の
サ
イ
ン
で
あ
る「
年
玉
」印
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
）を
連
れ
、

着
物
を
着
た
裕
福
そ
う
な
女
性
が
後
ろ
を
振
り
返
り
、
そ
の
先
に
は
、
団
扇
を
も
っ

た
浴
衣
姿
の
女
性
が
一
人
。
お
歯
黒
を
し
た
既
婚
女
性
と
思
わ
れ
る
が
、
二
人
の
間

に
は
諍
い
ご
と
が
起
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
を
提
灯
持
ち
の
見
上
げ

る
よ
う
な
目
つ
き
と
、
に
や
り
と
笑
う
よ
う
な
口
元
の
表
現
に
よ
っ
て
醸
し
出
し
て

い
る
よ
う
だ
。
女
性
の
か
ん
ざ
し
の
飾
り
に
よ
っ
て
顔
が
半
分
隠
さ
れ
て
い
る
ミ
ス

テ
リ
ア
ス
な
描
き
方
に
も
、
そ
う
し
た
出
来
事
を
隠
れ
見
る
男
の
心
情
が
垣
間
見
え

て
く
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
三
枚
続
の
絵
と
同
様
に
、
二
枚
続
の
絵
に
つ
い
て
も
情
景
の

基
本
的
な
構
造
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
央
に
あ
っ
た
金
魚
屋
は
省
か
れ
、
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こ
こ
で
は
植
木
屋
と
虫
屋
の
み
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
構
造
の
み
な
ら
ず
、
植
木
屋
と
虫
屋
の
屋
台
、

そ
し
て
前
に
い
る
女
性
た
ち
に
つ
い
て
も
、
二
枚
の
絵
を
重
ね
て

透
か
し
て
み
る
と
、
透
き
写
し
た
よ
う
に
細
部
ま
で
描
線
が
一
致

す
る
部
分
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
枚
続
の
絵
は
、
多

く
の
部
分
を
コ
ピ
ー
し
て
利
用
し
つ
つ
、
し
か
し
二
枚
の
大
き
さ

に
お
さ
め
る
た
め
に
、
右
側
の
女
性
の
向
き
や
屋
台
の
大
き
さ
、

そ
し
て
鉢
植
え
の
配
置
な
ど
の
細
部
を
描
き
変
え
て
、
一
つ
の
図

と
し
て
上
手
に
再
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

見
立
て（
パ
ロ
デ
ィ
）の
ゲ
ー
ム

　

歌
川
国
貞
に
よ
る
三
枚
続
の
「
ゑ
ん
日
乃
景
」
を
見
立
て
た
二

枚
続
に
は
、
絵
の
中
に
「
見
立　

岡
嶋
屋
璃
寛
」
な
ど
と
文
字
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
が
指
し
示
す
と
お
り
、
実
は
こ

の
二
枚
続
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
人
物
と
は
、
右
が
上
方
の
歌
舞
伎
役

者
で
あ
る
二
代
目
嵐
璃
寛
、
左
が
江
戸
と
上
方
で
活
躍
し
た
役
者

で
あ
る
初
代
岩
井
紫
若
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
絵
は
、
絵
の

構
図
自
体
も
先
行
例
を
見
立
て
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
内
容
も
、
役
者
を
そ
の
構
図
に
あ
て
は
め
て
あ
ら
わ
し
た
役
者

絵
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
二
重
の
見
立
て
絵
と
言
え
る
複
雑
な

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
が
わ
か
る
と
、
は
じ
め
に
見
た
女
性
の
特
色
あ

る
容
貌
に
つ
い
て
も
合
点
が
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
お

よ
そ
美
人
画
の
顔
と
は
言
え
な
い
表
現
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔

で
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
元
の
絵
に
比
べ
て
、
見
立
て
絵
の
役
者

の
顔
の
方
が
や
や
大
き
く
描
か
れ
て
い
た
り
、
左
の
役
者
の
立
ち

姿
に
つ
い
て
は
、
見
得
を
切
る
よ
う
な
勇
ま
し
さ
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
点
な
ど
、
役
者
絵
と
し
て
の
要
素
が
随
所
に
織
り
交
ぜ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
方
に
夏
の
夜
の
縁
日
の
情

景
を
借
り
て
女
性
た
ち
を
あ
ら
わ
し
た
美
人
画
と
し
て
の
図
と
、

他
方
に
そ
れ
を
巧
み
に
見
立
て
た
役
者
絵
と
し
て
の
特
徴
を
そ
れ

ぞ
れ
比
較
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
絵
師
の
ゲ
ー
ム
に
、

我
々
も
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
側
面
と
し
て
、

女
の
子
が
も
つ
団
扇
の
図
像
が
、
美
人
か
ら
役
者
へ
と
替
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
最
後
に
挙
げ
て
お
こ
う
。（
続
）
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