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今
号
で
は
、
盆
栽
雑
誌
『
盆
栽
雅
報
』（
盆

栽
同
好
会
（
東
京
）
の
機
関
紙
。
明
治
39
年

（
１
９
０
６
）
５
月
創
刊
）
と
『
華
』（
大
阪
園

芸
会
の
機
関
紙
。明
治
40
年
11
月
創
刊
）
か
ら
、

明
治
期
の
盆
栽
文
化
を
描
き
出
し
、
今
日
の
盆

栽
文
化
が
生
ま
れ
る
過
程
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

　

明
治
期
の
盆
栽
文
化
は
大
阪
と
東
京
で
異
な

り
、
文
人
・
煎
茶
文
化
の
影
響
が
強
い
大
阪
に

対
し
て
、
東
京
は
少
し
様
子
が
違
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
例
え
ば
、
明
治
39
年
７
月
『
盆
栽
雅

報
』「
盆
栽
昔
譚
」
で
は
、「
盆
栽
席
の
配
置
に

就
て
二
説
あ
り
た
り
、
一
は
大
阪
風
に
し
て
、

り
、
書
画
骨
董
は
唯
だ
陪
従
添
加
の
品
と
見
れ

ば
可
な
り
」
と
、
文
人
的
飾
り
を
廃
し
て
「
盆

栽
本
位
」
の
飾
り
を
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

ま
す
。

さいたま市大宮盆栽美術館　https://www.bonsai-art-museum.jp/ja/

（
略
）
煎
茶
を
喫
し
て
閑
談
を
楽
む
に
在
り
、

一
は
床
飾
り
等
は
前
に
異
な
ら
ざ
る
も
、
盆
栽

水
石
等
数
点
を
、
賑
か
に
配
置
す
る
に
在
り
、

前
者
は
畢ひ
っ
き
ょ
う

竟
煎
茶
好
み
に
因
し
、
高
尚
雅
趣
を

主
と
す
る
も
の
な
り
、
後
者
は
盆
栽
水
石
を
、

愛
玩
す
る
を
旨
と
す
る
も
の
な
り
」
と
あ
り
、

後
者
で
あ
る
東
京
は
多
く
の
盆
栽
を
飾
り
、
盆

栽
自
体
を
愛
玩
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、

明
治
４
１
年
３
月
『
華
』「
大
阪
の
盆
栽
と
東

京
の
盆
栽
」
で
は
、
盆
栽
に
は
、「
本
草
学
者
な

ど
が
博
物
学
的
の
趣
味
を
以
つ
て
こ
れ
を
弄
ぶ

も
の
あ
り
、
詩
家
文
人
が
詩
的
趣
味
を
以
つ
て

こ
れ
を
弄
ぶ
も
の
あ
り
、
而
し
て
大
阪
に
お
け

る
盆
栽
趣
味
は
そ
の
何
れ
に
属
す
る
か
と
い
へ

ば
概
し
て
後
者
即
ち
詩
家
文
人
的
趣
味
に
属
す

る
も
の
ゝ
如
し
（
中
略
）
東
京
に
お
い
て
は
こ

れ
に
反
し
詩
的
趣
味
よ
り
は
科
学
的
に
傾
け
る

も
の
ゝ
如
し
」
と
述
べ
、
東
京
は
本
草
学
な
ど

博
物
学
的
・
科
学
的
な
目
線
の
盆
栽
趣
味
で

あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。『
華
』
は
、
大
阪
と
東
京

の
違
い
が
生
ま
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
大
阪
は

江
戸
の
学
界
と
交
わ
ら
ず
、
世
の
中
に
批
判
的

　

こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
41
年
12
月
『
華
』「
引

動
清
風
録
」
で
は
、「
盆
栽
に
陳
列
を
八
ケ
ま
し

く
い
ふ
の
は
可い

け
な
い
、
盆
栽
は
何
処
ま
で
も

盆
栽
本
位
で
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
陳
列
に
百
事
如

意
だ
と
か
、
不
老
長
春
だ
と
か
陳
腐
の
語
意
を

暗
示
し
て
気
取
て
ゐ
る
の
は
片
腹
痛
い
」
と
い

う
「
近
来
一
派
の
盆
栽
家
」
す
な
わ
ち
『
盆
栽

雅
報
』
の
主
張
を
愚
論
と
し
、「
吾
輩
は
断
言
す

る
、
陳
列
の
趣
味
を
解
し
な
い
人
は
盆
栽
の
趣

味
を
解
し
な
い
人
だ
と
」
と
反
論
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
議
論
が
起
る
前
に
、
盆
栽

同
好
会
の
中
で
も
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
明

治
41
年
８
月
『
盆
栽
雅
報
』「
史
稗
盆
栽
」
か
ら

わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
盆
栽
会
の
開

催
に
当
た
り
、発
起
人
同
士
で
意
見
が
衝
突
し
、

一
人
は
「
由
来
盆
栽
は
雅
趣
を
楽
む
も
の
な
れ

ば
、其
陳
列
配
合
は
最
も
高
雅
に
す
る
を
要
す
、

（
略
）
煎
茶
を
喫
し
て
以
て
閑
話
を
為
す
を
好

し
と
す
」
と
主
張
し
、
も
う
一
人
は
、「
其
説
の

如
き
は
余
り
に
高
雅
に
過
ぎ
て
、
盆
栽
陳
列
会

の
趣
旨
に
適
せ
ず
、
今
盆
栽
会
を
開
い
て
世
人

に
観
覧
せ
し
む
る
は
、
個
人
清
閑
の
楽
み
を
為

す
に
あ
ら
ず
、衆
と
共
に
楽
む
の
趣
意
な
れ
ば
、

閑
趣
を
尊
ぶ
べ
き
場
合
に
あ
ら
ず
、
賑
や
か
に

陳
列
し
、
観
覧
す
る
品
種
を
多
か
ら
し
む
る
を

本
意
と
す
」
と
主
張
し
ま
し
た
。
煎
茶
風
の
陳

な
学
者
や
文
人
が
南
画
家
の
感
化
を
受
け
た
た

め
で
あ
り
、
東
京
は
経
世
学
を
重
ん
じ
る
江
戸

時
代
の
風
潮
と
明
治
維
新
以
降
の
西
洋
科
学
の

流
入
が
あ
っ
た
た
め
と
述
べ
て
い
ま
す
。
大
阪

と
東
京
の
地
理
的
・
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
盆
栽
文
化
が
育
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
記
事
で
は
大
阪

と
東
京
の
盆
栽
文
化
に
優
劣
を
つ
け
て
い
ま
せ

ん
が
、
後
に
盆
栽
の
飾
り
方
に
つ
い
て
議
論
が

起
き
ま
し
た
。

　

明
治
41
年
９
月
『
盆
栽
雅
報
』「
啜
茗
閑
話
」

で
は
、
諸
道
具
を
揃
え
て
一
つ
一
つ
に
こ
だ
わ

る
陳
列
を
批
判
し
、「
盆
栽
の
陳
列
に
就
て
は

随
分
八や
か
ま釜

し
き
こ
と
を
云
ふ
人
あ
り
、
其
主
た

る
盆
栽
は
勿
論
の
事
、
之
に
用
ふ
る
鉢
の
方
円

大
小
色
彩
台
卓
の
高
低
形
状
、
掛
物
、
香
炉
、

花
瓶
、
扨さ

て
は
文
房
具
の
種
類
に
就
て
迄
も
、

彼
れ
是
理
屈
を
述
ぶ
、（
略
）
唯
だ
松
柏
不
老
、

百
事
如
意
、
玉
堂
富
貴
等
の
文
人
画
の
画
題
に

則
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

更
に
は
、
最
近
は
盆
栽
の
趣
味
家
以
外
の
人
々

に
も
盆
栽
趣
味
の
広
が
り
を
見
せ
、
益
々
そ
の

盛
況
を
願
う
上
で
、「
文
人
的
陳
列
の
如
き
は
、

寧
ろ
妨
害
こ
そ
な
れ
、
決
し
て
斯
界
の
隆
盛
を

増
進
す
べ
き
も
の
に
非
ず
（
略
）
適
宜
に
陳
排

し
て
賞
観
す
れ
ば
足
る
、
要
は
盆
栽
本
位
に
在

列
か
、
あ
る
い
は
盆
栽
同
好
会
の
趣
旨
に
沿
っ

た
陳
列
を
し
て
多
く
の
人
の
観
賞
に
供
す
る
か

が
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
盆
栽
の
陳
列
を
め
ぐ
っ
て
大

阪
の
煎
茶
的
飾
り
か
、
東
京
の
賑
や
か
な
飾
り

か
、
と
い
う
揺
れ
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
結

果
、
東
京
の
陳
列
方
法
が
広
が
り
、
仕
立
て
方

も
東
京
流
が
全
国
に
広
ま
り
ま
す
。
明
治
43
年

２
月
『
華
』
の
「
盆
栽
道
第
十
一
回
（
五
）
盆
栽

の
歴
史
（
下
の
五
）」
に
よ
る
と
、
東
京
の
盆
栽

は
「
従
来
の
文
人
風
南
画
風
の
趣
味
の
他
に
写

生
風
の
趣
味
を
投
入
し
た
の
で
あ
る
（
略
）
随

つ
て
盆
栽
の
木
振
り
枝
振
り
か
ら
盆
の
好
み
か

ら
培
養
法
か
ら
を
一
変
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
が

大
阪
へ
も
京
都
へ
も
、
名
古
屋
へ
も
高
松
へ
も

其
他
の
地
方
へ
も
大
な
る
影
響
を
与
へ
て
殆
ど

天
下
の
盆
栽
を
一
変
し
た
」
と
い
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
大
阪
と

東
京
そ
れ
ぞ
れ
の
盆
栽
文
化
が
育
ま
れ
、
明
治

時
代
に
は
多
く
の
人
々
に
よ
る
愛
好
を
目
指
す

東
京
の
盆
栽
文
化
が
全
国
に
広
ま
り
、
今
日
に

つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
日
の

盆
栽
文
化
へ
と
至
る
過
程
を
更
に
掘
り
下
げ
る

た
め
に
、
今
後
も
盆
栽
雑
誌
の
研
究
を
進
め
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
当
館
主
事　

立
石
見
雪
）
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明
治
時
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の
盆
栽
文
化
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