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浮
世
絵
に
み
る
江
戸
・
明
治
の
盆
栽

第
四
回

楊
洲
周
延
《
墨
堤
の
渡
舩
》

楊洲周延《墨堤（ぼくてい）の渡舩（とせん）》
大判錦絵三枚続　右：37.1×24.7㎝　中：37.1×24.8㎝　左：37.2×24.7㎝　明治28年（1895）　
版元／森本順三郎　個人蔵

浮世絵師紹介　楊洲周延（ようしゅうちかのぶ）1839～1912
明治時代を中心に活躍した浮世絵師。代々氏族の家柄の子として生まれた。江戸から明治へ揺れ動く市井の風俗や、失われ
た徳川時代の情景を美人画であらわし大変な人気を博した。特に、父の跡を継ぎ幕府御家人となった経験を活かして描いた
江戸城大奥の風俗は、以前には描くことができない画題でもあり、大衆の人気を得たシリーズとなった。

著者プロフィール
田口文哉（たぐち・ふみや）
さいたま市大宮盆栽美術館学芸員。
1977年生まれ。2009年、日本大学大学院芸術学研究科
博士後期課程修了　芸術学博士。勤務先である大宮盆栽
美術館では絵画部門を担当。四季のうつろいにあわせ、
盆栽があらわされた浮世絵を展示している。

さいたま市大宮盆栽美術館のイベント告知
■「美術コレクション展Ⅳ　「美術」になった「石」　―水石の愉しみ―」
　会期：～平成23年３月15日㈫　（毎週木曜休館）
■開館１周年記念特別展「ウキヨヱ盆栽園―盆栽デ明治ヲアソブ」
　明治時代の浮世絵版画に焦点をあて、派手で、巨大で、ときにかわいい盆栽があら
　わされた作品で会場を埋め尽くします。開館１周年を記念した大宮盆栽美術館でし
　か見られない浮世絵×盆栽の展覧会です。
　会期：平成23年３月26日㈯～５月５日㈷（最終日以外毎週木曜休館）
＊今回取り上げた作品も出品されます。
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墨
田
川
の
渡
し

　

こ
こ
は
墨
田
川
（
現
「
隅
田
川
」）
の
ほ
と
り
、

渡
し
舟
の
船
着
場
で
あ
る
。
人
や
荷
物
を
の
せ
て

川
の
対
岸
と
行
き
来
す
る
渡
し
舟
は
、
昭
和
の
架

橋
事
業
に
よ
っ
て
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
、
墨

田
川
に
数
多
く
営
業
さ
れ
て
い
た
。

　

渡
し
舟
に
は
、
決
め
ら
れ
た
船
着
場
の
地
名
な

ど
が
付
け
ら
れ
て
お
り
（
演
歌
で
有
名
な
「
矢
切

の
渡
し…

千
葉
県
松
戸
市
矢
切
」
も
そ
の
一
つ
）、

今
回
取
り
上
げ
る
作
品
に
も
「
墨
堤
の
渡
舩
」
と

名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
墨
堤
」
と
は
、
現
在
の

東
京
都
墨
田
区
向
島
に
位
置
す
る
隅
田
川
東
岸
の

堤
を
指
す
。
桜
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
桜
並
木
に
な

っ
て
お
り
、
対
岸
の
浅
草
地
区
一
帯
を
含
め
た
有

名
な
観
光
地
区
で
あ
る
。

　

今
回
は
そ
う
し
た
名
所
を
描
い
た
作
品
を
取
り

上
げ
、
描
き
こ
ま
れ
た
図
像
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
こ

の
絵
の
情
景
を
読
み
取
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
こ

の
場
所
が
墨
堤
の
ど
の
あ
た
り
を
描
い
た
も
の
か

見
て
い
こ
う
。

江
戸
名
所
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

　

絵
に
向
か
っ
て
左
の
対
岸
に
は
、
遠
景
に
か
す

む
よ
う
な
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
小
高
い
山
の
上
に
立

つ
建
築
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
ま
で
は
ピ
ン
と

く
る
人
も
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
き
っ
と
こ
の
絵
を
見
た
当

時
の
誰
し
も
が
心
に
同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
墨
田
川
対
岸
の
山
の
上
に
建
て
ら
れ
た
建
物
と
い
え
ば
、「
待

乳
山
（
ま
つ
ち
や
ま
）
聖
天
」
だ
ろ
う
と
。
事
実
、
待
乳
山
聖
天

は
浅
草
の
名
所
、
い
わ
ば
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
的
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と

し
て
、
遠
景
か
ら
見
た
図
で
は
ま
さ
に
こ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
の
よ
う

な
典
型
的
な
か
た
ち
で
、
江
戸
時
代
か
ら
名
所
絵
に
頻
繁
に
描
か

れ
て
き
た
神
社
で
あ
る
。

　

こ
の
絵
の
待
乳
山
の
右
の
ふ
も
と
に
は
、
吉
原
通
い
に
も
使
わ

れ
た
「
山
谷
堀
」
と
呼
ば
れ
る
水
路
が
合
流
し
、
そ
こ
に
「
今
戸
橋
」

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
よ
く
目
を
凝
ら
し
て
見
て
ほ
し
い

の
だ
が
、
今
戸
橋
の
左
手
前
、
待
乳
山
か
ら
ま
っ
す
ぐ
川
に
下
り

た
と
こ
ろ
に
、
船
着
場
と
一
艘
の
渡
し
舟
が
ご
く
ご
く
小
さ
く
描

か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
「
待
乳
の
渡
し
」

あ
る
い
は
「
竹
屋
の
渡
し
」
と
呼
ば
れ
た
待
乳
山
前
の
船
着
場
で

あ
り
、
そ
の
渡
す
先
は
、
こ
れ
ま
た
江
戸
以
来
の
名
所
で
あ
る
「
三

囲
（
み
め
ぐ
り
）
神
社
」
を
後
ろ
に
控
え
た
、
ズ
バ
リ
こ
の
絵
が

あ
ら
わ
す
場
所
、
墨
堤
の
船
着
場
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
待

乳
の
渡
し
の
ル
ー
ト
を
描
い
た
墨
田
の
名
所
を
背
景
に
、
ど
の
よ

う
な
情
景
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
か
見
て
い
こ
う
。

三
枚
続
の
パ
ノ
ラ
マ
形
式
と
絵
の
構
成

　

こ
の
絵
は
縦
型
の
独
立
し
た
三
枚
の
紙
を
横
に
つ
な
い
で
大
画

面
を
作
り
出
す
、「
三
枚
続
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
あ
る
。
絵
を
見

て
み
よ
う
。
大
粒
の
雨
が
画
面
を
斜
め
に
走
る
な
か
、
対
岸
か
ら

の
舟
に
は
三
人
の
乗
船
客
と
船
頭
が
乗
っ
て
い
る
。
船
頭
と
男
二

人
は
雨
風
を
よ
け
て
笠
や
麦
藁
帽
子
を
深
く
被
り
、
顔
は
見
え
て

い
な
い
。
客
は
体
を
屈
め
て
窮
屈
そ
う
に
舟
に
お
さ
ま
っ
て
お
り
、

後
ろ
の
男
は
風
呂
敷
を
担
い
だ
商
人
風
、
前
の
男
は
「
台
輪
」
と

呼
ば
れ
る
運
搬
具
に
蘇
鉄
や
菊
、
そ
れ
に
鉢
植
の
松
を
の
せ
た
植

木
売
り
で
あ
る
。
そ
し
て
舟
の
先
頭
に
は
番
傘
を
開
い
た
浴
衣
姿

の
女
性
が
一
人
。
男
と
は
対
照
的
に
、
後
ろ
向
き
に
ゆ
っ
た
り
と

腰
を
掛
け
、
顔
を
後
ろ
の
ほ
う
に
向
け
て
い
る
。
そ
の
視
線
の
先

に
は
、
突
風
が
吹
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
船
着
場
に
い
る
女
性
二
人

が
裾
の
広
が
り
を
お
さ
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
く
。
一
人
は
洋
傘

を
さ
し
、
他
方
は
ま
だ
小
さ
い
娘
さ
ん
の
よ
う
だ
。

　

三
枚
続
の
パ
ノ
ラ
マ
画
面
に
よ
り
船
着
場
の
情
景
を
広
く
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
紙
の
一
枚
一
枚
を
独
立
し
て
見
る
と
、

男
た
ち
、
浴
衣
の
女
、
船
着
場
の
娘
さ
ん
と
、
紙
に
よ
り
ま
と
ま

り
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
こ
の
ま

と
ま
り
が
、
絵
の
情
景
を
見
る
た
め
の
鍵
と
な
る
よ
う
な
の
だ
。

身
振
り
が
読
者
を
導
く
、
場
面
を
つ
く
る

　

パ
ノ
ラ
マ
画
面
で
絵
を
見
る
と
、
風
雨
の
た
め
顔
を
隠
し
た
男

た
ち
と
船
頭
の
指
差
し
効
果
の
た
め
に
、
我
々
の
視
線
は
否
応
な

く
右
へ
と
導
か
れ
て
い
く
。
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
に
顔
を
見
せ
な
い
こ

と
に
よ
り
、
女
性
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
焦
点
が
あ
た
る
の
で
あ
る
。

　

最
終
的
に
我
々
の
視
線
は
、
明
治
新
風
俗
の
ア
イ
コ
ン
と
も
言

え
る
洋
傘
を
も
っ
た
ハ
イ
カ
ラ
な
娘
た
ち
に
向
か
う
の
だ
が
、
お

そ
ら
く
こ
の
絵
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
人
物
は
、
中
央
の
浴
衣
の

女
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
人
優
雅
な
舟
の
乗
り
方
は
単
な
る

視
線
の
誘
導
役
と
は
言
え
ず
、
手
に
持
っ
た
番
傘
が
ま
る
で
神
仏

の
光
背
の
よ
う
に
女
性
の
背
後
に
あ
っ
て
、
彼
女
を
強
調
す
る
効

果
も
決
し
て
無
視
で
き
な
い
絵
の
働
き
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
浴
衣
で
川
を
渡
る
粋
な
女
性
は
、
お
そ
ら
く
向
島
の
芸
者

で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
人
気
が
盛
り
上
が
っ
て
く
る
明
治
中
頃
の

向
島
の
芸
者
が
、
ハ
イ
カ
ラ
な
若
い
娘
た
ち
の
風
雨
に
翻
弄
さ
れ

た
し
ぐ
さ
に
、
舟
の
縁
に
手
を
か
け
て
つ
い
目
を
留
め
て
し
ま
っ

た
、
そ
ん
な
な
ん
と
も
言
え
な
い
微
妙
な
女
性
同
士
の
対
比
が
、

こ
の
絵
の
核
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
比
を
強

調
す
る
の
も
、
自
然
条
件
を
巧
み
に
利
用
し
て
顔
を
隠
し
た
男
た

ち
の
身
振
り
で
あ
り
、
こ
れ
が
抜
群
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

作
者
の
あ
そ
び
ご
こ
ろ

　

名
所
を
背
景
に
、
磨
き
抜
か
れ
た
構
図
を
な
す
と
も
言
え
る
こ

の
絵
に
は
、
作
者
の
あ
そ
び
も
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
情
景
の
中

心
と
な
る
女
性
の
存
在
を
際
立
た
せ
る
、
船
宿
の
名
が
記
さ
れ
た

よ
う
に
見
せ
て
い
る
番
傘
に
隠
さ
れ
た
文
字
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ

れ
だ
。
こ
の
文
字
は
傘
の
右
下
か
ら
反
時
計
周
り
に
、
天
地
を
逆

に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
文
字
通
り
起
こ
せ
ば
「
楊
志
う
ゑ
」、
つ

ま
り
「
楊
洲
絵
」
と
あ
り
、
絵
師
楊
洲
周
延
が
描
い
た
絵
で
あ
る

と
書
い
て
あ
る
の
だ
。
作
者
の
サ
イ
ン
を
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

さ
り
げ
な
く
、
い
や
む
し
ろ
大
胆
に
と
言
う
べ
き
か
、
描
き
こ
む

あ
そ
び
ご
こ
ろ
が
、
こ
の
絵
の
魅
力
を
よ
り
一
層
増
し
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。（
続
）


