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北
斎
と
門
弟
た
ち
の
藤
沢
・
江
の
島 魚屋北溪「江島記行 藤沢」 

天保初期（１８３０ ―１８４４） 

 

今
回
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
有
名
な
葛
飾
北
斎
本
人
で
は
な
く
、
３
人

の
門
弟
た
ち
の
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

一
人
目
は
、
魚
屋
北
溪
（
安
永
９
年
―
嘉
永
３
年
（
一
七
八
〇
―
一
八
五

〇
）
）
で
す
。
雅
号
は
「
と
と
や
ほ
っ
け
い
」
と
読
み
ま
す
。
北
溪
自
身
身

が
魚
屋
を
営
ん
で
い
た
こ
と
と
、
江
戸
時
代
は
魚
の
こ
と
を
「
と
と
」
と 

 

2024 年 

1 月 

WEB 版 

呼
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
雅
号
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

藤
沢
市
が
所
蔵
す
る
北
溪
の
浮
世
絵
は
、
一
般
的
に
販
売
さ
れ
た

大
判
サ
イ
ズ
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
摺
物
と
呼
ば
れ
る
私
家
版
の
浮

世
絵
で
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
庶
民
の
文
学
と
し
て
多
く
の
人
々

が
楽
し
ん
だ
、
俳
句
や
狂
歌
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
依
頼
で
作
ら

れ
、
お
祝
い
や
正
月
の
挨
拶
な
ど
お
め
で
た
い
席
で
配
ら
れ
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
販
売
用
の
浮
世
絵
よ
り
も
摺
ら
れ

た
数
は
少
な
く
貴
重
で
す
。
形
態
は
正
方
形
に
近
い
も
の
が
多
く
、

紙
質
が
良
く
、
絵
具
は
金
泥
や
銀
泥
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
摺
り
の
技
術
も
、
紙
に
凹
凸
を
つ
け
る
空
摺
と
い
う
技
法
が
使

わ
れ
、
贅
沢
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
北
溪
は
、
師
の
北
斎
を

し
の
ぐ
ほ
ど
こ
の
摺
物
を
作
成
し
て
お
り
、
ま
た
作
品
も
風
雅
に
富

ん
で
い
て
、
現
在
の
私
た
ち
が
見
て
も
興
味
を
惹
か
れ
る
絵
柄
が
多

く
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、
藤
沢
、
江
の
島
に
ち
な
ん
だ
「
江
島
記

行
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
江
の
島
詣
の
道
中
の
名
所
や
名
産
を
描
い
て
お

り
、
当
時
の
参
詣
の
楽
し
み
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば

上
の
図
は
、
江
戸
時
代
、
藤
沢
の
名
産
品
で
あ
っ
た
松
露
（
食
用
の

キ
ノ
コ
に
似
た
菌
類
）
の
買
い
付
け
を
行
う
商
人
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
藤
沢
市
に
と
っ
て
、
郷
土

の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
も
あ
り
ま
す
。 

藤沢市 

藤澤浮世絵館 

ぎ
ん 

 

で
い 

き
ん 

 

で
い 

し
ょ
う 

 

ろ 
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柳々居辰斎 「相州七里浜」 文政年間（１８１８－１８３０） 

 

二
人
目
は
、
柳
々
居
辰
斎
（
生
没
年
不
詳
）
で
す
。

こ
の
雅
号
は
「
り
ゅ
う
り
ゅ
う
き
ょ
し
ん
さ
い
」
と
呼

び
、
北
斎
と
同
じ
く
師
事
し
て
い
た
琳
派
の
俵
屋
宗
理

か
ら
贈
ら
れ
た
雅
号
と
い
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
「
相
州

七
里
浜
」
は
、
当
時
の
流
行
で
も
あ
っ
た
西
洋
絵
画 

の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
お
り
、
絵
の
周

囲
に
は
油
絵
の
額
縁
を
模
し
た
縁
取
り
が

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
縁
取
り
に
見
ら
れ

る
文
字
は
、
当
時
鎖
国
し
て
い
た
日
本
と

の
貿
易
が
許
さ
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
東

イ
ン
ド
会
社
の
マ
ー
ク
で
あ
るV

O
C

や

H
O

L
L
A

N
D

の
英
字
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 

こ
の
絵
の
よ
う
に
、
近
景
に
七
里
ガ

浜
、
中
景
に
江
の
島
、
遠
景
に
富
士
山
と

い
っ
た
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
は
、

師
の
北
斎
や
一
門
の
絵
師
に
も
多
く
見
ら

れ
ま
し
た
。
当
時
、
西
洋
絵
画
技
法
の
第

一
人
者
で
あ
っ
た
司
馬
江
漢
の
「
相
州
鎌

倉
七
里
浜
図
」
も
同
様
の
画
角
で
描
か
れ

て
お
り
、
西
洋
絵
画
に
よ
る
遠
近
法
の
再

現
を
試
み
る
の
に
、
七
里
ガ
浜
か
ら
江
の

島
を
眺
め
る
景
色
が
最
適
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

「
題
名
不
詳
（
江
の
島
弁
財
天
鐘
）
」

も
摺
物
で
、
金
泥
や
空
摺
も
用
い
ら
れ
優

美
な
仕
上
が
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
鐘
に 

巻
き
付
く
白
蛇
は
弁
財
天
を
象
徴
す
る
宇

賀
神
（
蛇
の
神
様
）
で
す
。 

 

六
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
洪
鐘
弁
天
大

祭
（
お
お
が
ね 

べ
ん
て
ん 

た
い
さ
い
）

が
、
二
〇
二
三
年
に
鎌
倉
の
円
覚
寺
と
江

島
神
社
の
共
同
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
絵
は
主
役
で
あ
る
大
鐘
を
連
想
す
る

こ
と
も
で
き
、
江
島
神
社
の
長
い
歴
史
が

伝
わ
る
文
化
の
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。 

柳
々
居
辰
斎 

 

「
題
名
不
詳
（
江
の
島
弁
財
天
鐘
）
」 

  

文
化
６
年
（
一
八
〇
九
） 
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池
田
東
籬  

作 

葛
飾
戴
斗 

挿
絵 

 

「
絵
本
通
俗
三
国
志
」
六
編
巻
十
巻
か
ら
抜
粋 

 

三
人
目
は
葛
飾
戴
斗
（
生
没
年
不
詳
）
で
す
。
雅
号
は
「
か
つ
し
か
た
い
と
」

と
呼
び
ま
す
。
戴
斗
は
、
但
馬
国
（
現
兵
庫
県
）
豊
岡
藩
小
笠
原
家
の
藩
士
と
い

う
武
士
の
生
ま
れ
で
、
の
ち
に
葛
飾
北
斎
に
師
事
し
、
絵
師
と
な
り
ま
し
た
。
最

初
は
斗
円
楼
北
泉
と
名
乗
り
ま
し
た
。 

 

雅
号
の
「
戴
斗
」
は
、
雅
号
の
変
名
を
重
ね
た
北
斎
が
文
化
８
年
（
一
八
一
一

年
）
頃
か
ら
文
政
２
年
（
一
八
一
九
年
）
頃
ま
で
使
っ
て
い
た
も
の
を
譲
ら
れ
た

の
で
、
正
確
に
は
二
代
目
の
戴
斗
と
な
り
ま
す
。 

 

画
風
は
、
北
斎
の
稠
密
な
描
写
を
受
け
継
い
で
お
り
、
画
面
の
隅
々
ま
で
細
か

く
描
い
て
い
ま
す
。
「
絵
本
通
俗
三
国
志
」
は
、
戴
斗
が
挿
絵
を
描
い
た
版
本
の

代
表
作
で
も
あ
り
、
天
保
７
年
か
ら 

年
（
一
八
三
六―

一
八
四
一
）
ま
で 

巻

で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
原
本
は
羅
貫
中
に
よ
る
「
三
国
志
演
技
」
で
各
シ
ー
ン
が

劇
的
な
描
写
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
上
の
図
は
、
三
国
志
の
中
で
も
有
名
な
《
泣

い
て
馬
謖
を
切
る
》
で
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
現
代
で
も
戴
斗
の
挿
絵
の
ま
ま

復
刊
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
当
時
か
ら
の
人
気
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。 

北
斎
の
お
弟
子
さ
ん

た
ち
は
み
ん
な
す
ご

い
な
ぁ 

  75 

12 

と
う 

 
 

り 

た
じ 
  

ま 

と 
  

え
ん 

 

ろ
う 

 

ほ
く 

 

せ
ん 

ら 
 

か
ん 

 

ち
ゅ
う 

 

ば 
 

し
ょ
く 


