
北
斎
と
九
鬼
藩
川
村
平
右
ヱ
門
家

出
自
説
に
つ
い
て
の

一
試
論

第

二
早

北
斎
の
出
自
の
謎

北
斎
は
宝
暦

一
〇
年

(1
7
6
0
年
)
江
戸
の
本
所
割
下
水
に

生
ま
れ
た
｡
父
は
川
村
清
七

(仏
清
)
'
母
は
御
用
鑑
師
中
島
伊
勢

の
姉
で
あ
る
｡
飯
島
虚
心
著

『葛
飾
北
斎
伝
』
に

｢北
斎
常
に

《
我
が
母
は
赤
穂
義
士
に
討
た
れ
た
小
林
平
八
郎
の
孫
女
形
な

り
》
｣
と
あ
る

(注
-
)
｡
北
斎
が
三
四
歳
の
時
へ
寛
政
五
年

(1

7
9
3
年
)
に
叔
父
で
あ
る
中
島
伊
勢
に
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ

た

(注
2
)｡
安
田
剛
蔵

(注
3
)
は
中
島
伊
勢
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
｡
｢幕
府
か
ら
拝
領
し
た
屋
敷
に
住
み
'
準
武

士
の
扱
い
を
受
け
た
職
業
で
収
入
も
中
級
武
士
以
上
で
'
苗
字
帯

刀
を
許
さ
れ
正
月
に
は
将
軍
へ
の
目
通
り
ま
か
な
っ
た
｣
と
あ
る

(注
4
)｡
と
こ
ろ
が
'
寛
政
七
年

(1
7
9
5
年
)
北
斎
が
三
六

歳
の
時
へ
北
斎
は
中
島
家
の
相
続
権
を
長
男
の
富
之
助
に
譲
っ
て

い
る
｡
し
か
し
'
北
斎
は
常
に
中
島
姓
を
用
い
'
川
村
姓
を
隠
し

て
い
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
嘉
永
二
年

(1
8
4
9
年
)
に
北

斎
は
九
〇
歳
で
死
亡
す
る
と
'
元
浅
草
の
誓
教
寺
に
川
村
家
の

一

加

藤

薫

川

村

兼

章

員
と
し
て
葬
ら
れ
た
(注
5
)｡
誓
教
寺
の
過
去
帳
に
も
川
村
と
書

か
れ
て
い
る
｡

北
斎
の
出
生
に
つ
い
て
は
'
は
な
は
だ
込
み
入
っ
て
い
て
議
論

が
絶
え
な
い
｡
北
斎
の
孫
娘
の
白
井
多
知
女
に
よ
る
と
北
斎
は
川

村
某
の
子
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

一
方
'
飯
島
虚
心
は
'
そ
の
内

容
を

｢疑
う
べ
し
｣
と
し
て
'
中
島
伊
勢
を
北
斎
の
実
父
で
あ
る

か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

(注
6
)｡

こ
の
事
例
の
よ
う
に
へ
北
斎
の
出
自
説
に
は
様
々
な
も
の
が
あ

り
､
整
理
す
る
と
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

(
こ

母
の
実
家
が
川
村
で
あ
っ
た
と
す
る
説

(評
論
家
林
美

二

評
論
家
安
田
剛
蔵
)

(二
)
北
斎
の
出
身
を
川
村
家
と
み
る
べ
き
説

(北
斎
の
孫
娘
白

井
多
知
女
'
評
論
家
瀬
木
慎

一
)

(≡
)
北
斎
の
父
方
親
族
が
吉
原
遊
郭
の
茶
屋

(井
筒
屋
)
の
川

村
で
あ
る
と
い
う
説

(評
論
家
荒
井
勉
)

ま
た
出
自
の
問
題
と
は
や
や
か
け
離
れ
る
が
､
北
斎
の
出
生
が
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謎
に
包
ま
れ
て
い
る
原
因
と
し
て
'
北
斎
が
幕
府
の
隠
密
だ
っ
た

と
い
う
人
も
い
る
｡
高
橋
克
彦
の
説
に
よ
る
と
､
モ
リ
ソ
ン
号
事

件
の
前
に
北
斎
が
浦
賀
に
潜
居
し
て
い
た
点
'
大
塩
平
八
郎
ら
と

交
流
L
t
倒
幕
の
志
士
達
と
通
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
小
布
施
の
高

井
鴻
山
と
の
交
友
関
係
が
あ
っ
た
点

(注
7
)'
シ
ー
ボ
ル
ト
や
オ

ラ
ン
ダ
商
館
へ
ン
ミ
-
事
件
の
関
係
'
北
斎
が
生
涯
江
戸
を
中
心

に
九
三
回
引
っ
越
し
た
事
'
北
斎
の
次
男
崎
十
郎
が
'
加
瀬
家
へ

養
子
に
入
り
､
小
人
目
付
､
徒
目
付
に
な
っ
た
事

(注
8
)へ
北
斎

の
総
所
得
が
現
在
な
ら

一
五
億
円
に
相
当
す
る
額
を
稼
い
だ
の
に

貧
乏
だ

っ
た
事
'
こ
れ
ら
か
ら
隠
密
説
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う

(注
9
)｡

(
一
)
の
母
の
実
家
が
川
村
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
'
北
斎
や
孫

娘
の
白
井
多
知
女
も
語
っ
て
い
な
い
が
'
安
田
剛
蔵
に
よ
る
と
'

母
は
先
代
中
島
伊
勢
の
妾
で
そ
の
子
供
が
北
斎
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る

(注
1
0
)｡
中
島
家
の
よ
う
に
'
将
軍
へ
の
目
通
り
可
能
な

家
で
あ
れ
ば
妾
の
存
在
は
推
察
で
き
る
｡
し
か
し
'
そ
の
よ
う
な

家

へ
の
養
子
縁
組
を
北
斎
は
反
故
に
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
｡

本
論
で
川
村
は

(二
)
説
に
準
拠
し
っ
つ
新
解
釈
を
試
み
る
も

の
だ
が
､
こ
の
立
脚
点
か
ら
安
田
説
を
補
強
す
る
と
'
養
子
相
続

権
を
長
男
の
富
之
助
に
譲
れ
る
年
齢
'
即
ち
'
北
斎
が
三
〇
歳
代

前
半
に
川
村
家
の
存
続
の
た
め
に
北
斎
自
身
の
養
子
縁
組
を
解
消

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
の
危
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

北
斎
に
は
長
男
の
下
に
男
子
が
複
数
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

一
人
も
川
村
家
の
後
を
継
が
せ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､
晩
年
に
は

川
村
家
の
存
続
の
危
機
は
脱
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

(≡
)
の
説
は
'
北
斎
の
父
仏
清
の
兄
が
井
筒
屋
五
左
右
衛
門
で
'

商
店
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
話
だ
｡
し
か
し
'
井
筒
屋
五
左
右
衛

門
と
い
う
店
は

『江
戸
買
物
独
案
内
』
に
も
の
っ
て
い
な
い
｡
荒

井
勉
に
よ
る
と

｢い
づ
つ
や
孫
兵
衛
｣
と
い
う
茶
屋
が

『吉
原
細

見
』
に
あ
っ
た
と
い
う
が

(注
1
1
)'
中
島
家
が
'
水
商
売
の
家

を
相
手
に
す
る
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
.
高
橋
克
彦
に
よ
る
と
､
北

斎
の
母
は
中
島
伊
勢
の
姉
で
'
井
筒
屋
五
左
右
衛
門
の
弟
だ
っ
た

仏
清
と

一
緒
に
な
っ
た
事
'
井
筒
屋
は
代
々
身
分
を
隠
し
て
い
た

家
系
で
あ
っ
た
事
｡
な
ど
を
述
べ
て
い
る
｡
(注
1
2
)｡

井
筒
屋
を
屋
号
と
し
た
川
村
家
と
は
ど
の
よ
う
な
家
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
｡
井
筒
と
は
､
｢井
戸
に
落
ち
な
い
よ
う
に
地
上
に
木
･

土
管
な
ど
で
こ
し
ら
え
た
囲
い
'
〔広
義
で
は
'
井
戸
側
や
紋
所
を

も
指
す
〕｣
(新
明
解
国
語
辞
典
･第
三
版
)
と
さ
れ
て
い
る
｡
元
禄

三
年

(1
5
9
4
年
)
に
豊
臣
秀
吉
が
大
坂
城
を
築
い
た
時
'
た

く
さ
ん
の
石
垣
に
使
っ
た
巨
石
を
運
ぶ
時
に
'
｢井
筒
｣
と
い
う
言

葉
が
で
て
き
た

(注
1
3
)
｡

巨
石
の
産
地
は
'
小
豆
島
･屋
島
･大
島
な
ど
の
瀬
戸
内
海
の

島
々
や
'
六
甲
山
の
御
影
あ
た
り
で
あ
る
｡
樋
口
清
元
に
よ
る
と
'

｢巨
石
を
切
り
出
し
た
後
'
巨
石
は
海
岸
の
筏
ま
で
運
ば
れ
へ
そ

の
巨
石
を
乗
せ
た
筏
に
酒
な
ど
の
空
樽
を
た
く
さ
ん
結
び
つ
け
て

/♂



水
中
に
浮
か
せ
'
た
く
さ
ん
の
船
で
こ
れ
を
引
く
の
で
あ
る
｡
ま

た
'
切
り
出
し
た
石
を
岸
近
く
の
海
底
に
置
い
て
'
満
潮
の
と
き

に
四
肢
の
船
か
ら
石
の
上
に
井
筒
の
枠
を
組
み
'
干
潮
の
と
き
に

そ
れ
を
船
に
く
く
り
つ
け
次
の
満
潮
で
石
が
水
中
に
浮
か
ん
だ
と

こ
ろ
を
船
で
引
い
て
運
搬
す
る
方
法
も
あ
っ
た
｣
(注
1
4
)
と
述

べ
て
い
る
｡

豊
臣
秀
吉
の
大
坂
城
築
城
に
あ
た
っ
て
､
九
鬼
嘉
隆
と
い
う
水

軍
大
名
が
前
述
の
井
筒
を
使
っ
た
方
法
で
石
を
運
び
､
そ
の
褒
美

に
た
く
さ
ん
の
巨
石
が
与
え
ら
れ
た

(注
1
5
)｡
文
禄
四
年

(1

5
9
4
年
)
に
九
鬼
嘉
隆
は
'
褒
美
の
石
を
利
用
し
､
三
万
五
千

石
の
小
大
名
に
し
て
は
立
派
す
ぎ
る
鳥
羽
城
を
作
っ
た
｡
ま
た
'

嘉
隆
の
子
の
守
隆
は
､
駿
府
城
築
城
に
際
し
て
も
紀
伊
･伊
勢
か

ら
木
や
石
材
の
海
上
輸
送
を
行
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
九
鬼
水
軍

は
巨
石
運
搬
の
名
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
安
宅
船
と
い
う
大
船
や

井
筒
も
使

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
井
筒
と
水
軍
と
の
関
係
が
分

か
っ
た
｡
た
だ
､
井
筒
と
い
う
築
城
方
と
し
て
使
っ
た
意
味
は
'

平
和
の
続
い
た
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
よ

う
だ
｡

北
斎
は

｢水
の
画
家
｣
と
か
海
防
船
舶
関
係
者
と
言
わ
れ
て
い

る
(注
1
6
)｡
北
斎
に
は
何
か
海
と
か
海
防
に
深
く
関
わ
る
必
然

性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
北
斎
の

｢川
村
｣
姓
と
九
鬼

藩
の
つ
な
が
り
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
｡
ま
ず
'
姓
字
か
ら
川
村

(河
村
)
と
江
戸
時
代
の
水
軍
'
治
水
に
関
係
あ
る
者
を
ひ
ろ
っ

て
み
た
｡

①
川
村
重
吉
-
伊
達
政
宗
の
家
臣
と
な
り
'
江
戸
初
期
に
石
巻
港

を
開
発

(注
1
7
)｡

②
河
村
瑞
賢
-
伊
勢
の
国
生
ま
れ
の
海
運
､
治
水
業
者
で
鉱
山
の

開
発
も
行
い
御
家
人
と
な
る

(注
1
8
)｡

③
川
村
平
右
ヱ
門
-
二
五
〇
名
の
九
鬼
家
の
家
老
で
､
鳥
羽
港
か

ら
摂
津
綾
部
藩
に
移
る

(注
1
9
)0

④
河
村
作
左
ヱ
門
-
七

一
石
の
村
上
水
軍
の
家
臣
｡
毛
利
家
で
海

防
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た

(注
2
0
)｡

こ
の
四
人
が
見
つ
か
っ
た
が
'
該
当
す
る
の
は
③
の
川
村
平
右

ヱ
門
で
あ
る
｡
次
章
で
は
川
村
平
右
ヱ
門
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡

第
二
章

綾
部
藩
の
川
村
平
石
ヱ
門

元
々
は
織
田
信
長
の
家
臣
で
あ
り
鳥
羽
城
主
と
な
っ
た
九
鬼
嘉

隆
は
､
黒
船
と
呼
ば
れ
る
鉄
板
を
装
甲
に
し
た
船

(伊
勢
船
)
を

建
造
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
｡
大
砲
三
門
'
長
鉄
砲
'
鉄
砲
な
ど

で
武
装
L
t
第
二
次
木
津
川
河
口
石
山
本
願
寺
戦
い
で
は
本
願
寺

側
に
味
方
す
る
村
上
水
軍
を
完
壁
に
撃
破
し
た
(注
2
1
)｡
そ
の

九
鬼
水
軍
連
合
艦
隊
の

一
腹
が
川
村
家
出
費
の
船
で
あ
っ
た
｡
鬼

の
船
揃
い
の
絵
に
も
川
村
の
船
が
描
か
れ
て
い
る
(注
2
2
)｡
九

鬼
嘉
隆
は
'
慶
長
五
年

(1
6
0
0
年
)
九
月
の
関
が
原
で
西
軍

へ
'
嘉
隆
の
息
子
の
守
隆
は
東
軍
へ
分
か
れ
て
属
し
た

(注
2
3
)｡

義
隆
は
東
軍
の
水
軍
の
中
に
許
せ
な
い
敵
が
お
り

(注
2
4
)'
守

ノア



隆
は
家
康
に
気
に
入
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
ら
し
い
｡

嘉
隆
は
西
軍
に
入
っ
た
と
は
い
え
'
実
際
に
関
が
原
に
出
陣
し

た
訳
で
は
な
い
｡
守
隆
は
､
当
時
日
本
最
大
の
安
宅
船

｢日
本
丸
｣､

｢鬼
宿
丸
｣
等
の
艦
隊
を
鳥
羽
城

へ
入
れ
て
'
兵
や
兵
量
'
軍
事

物
資
な
ど
を
東
軍
へ
補
給
し
よ
う
と
し
た
｡
と
こ
ろ
が
'
嘉
隆
の

支
配
す
る
鳥
羽
城
で
は
大
砲
を
守
隆
の
艦
隊
へ
向
け
'
大
手
門
を

閉
ざ
し
'
東
軍
支
援
を
許
さ
な
か
っ
た
｡
嘉
隆
の
家
臣
で
与
力
の

川
村
甚
右
ヱ
門
信
久
'
平
右
ヱ
門
信
景
父
子
は
鳥
羽
城
に
登
城
L
t

嘉
隆
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
.
し
か
し
西
軍
側
か
ら
突
如
東
軍
側

に
寝
返
っ
た
稲
葉
家
が
'
同
盟
軍
の
長
束
正
家
の
近
江
国
水
口
城

を
落
城
さ
せ
'
こ
ち
ら
が
攻
撃
態
勢
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
川

村
親
子
等
が
出
撃
L
t
戦
闘
で
は
双
方
死
傷
者
が
多
数
出
た
｡

(注
2
5
)｡

こ
の
事
件
は
関
が
原
の
戦
い
後
'
家
康
の
耳
に
入
っ
た
｡
し
か

し
嘉
隆
は
家
康
に
恭
順
な
態
度
を
と
り
'
守
隆
の
願
い
も
あ
っ
て

許
さ
れ
た
｡

一
方
､
守
隆
は
桑
名
城
を
破
る
な
ど
の
功
に
よ
り
'

鳥
羽
城
を
本
拠
と
す
る
伊
勢
国
五
万
五
千
石
と
な
っ
た
｡
川
村
平

右
ヱ
門
信
景
は
そ
の
後
'
木
村
重
成
長
門
守
の
軍
に
入
り
大
坂
冬

の
陣
で
は
大
坂
方
の

一
員
と
し
て
戦
っ
た
｡
そ
し
て
大
坂
城
が
陥

落
し
た
後
､
浪
人
と
な
っ
た
が
'
再
び
守
隆
の
家
臣
と
し
て
川
村

信
景
は
九
鬼
藩
に
迎
え
ら
れ
た

(注
2
6
)｡

寛
永
時
代
に
な
っ
て
徳
川
幕
府
は
'
九
鬼
家
の
兄
弟
に
よ
る
お

家
騒
動
の
罪
で
､
鳥
羽
五
万
五
千
石
を
摂
津
三
田
三
万
六
千
石
と

丹
波
綾
部
の

一
万
九
千
石
と
に
分
け
た
｡
九
鬼
藩
は
摂
津
三
田
へ

丹
波
綾
部
と
海
と
は
全
く
縁
の
無
い
土
地
付
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

し
か
し
'
摂
津
三
田
藩
と
丹
波
綾
部
藩
は
そ
の
後
も
摂
津
三
田
藩

家
老
の
養
子
を
綾
部
藩
士
の
中
か
ら
迎
え
る
な
ど
'
友
好
関
係
に

あ
っ
た

(注
2
7
)0

川
村
平
右
ヱ
門
は
摂
津
綾
部
藩
の
配
属
と
な
り
､
和
州
鷹
取
御

在
番
職
に
就
き
'
綾
部
城
主
隆
李
の
下
で
勤
め
､
最
後
に
は
家
老

役
と
な
っ
た
｡
ま
た
､
平
右
ヱ
門
の
息
子
金
兵
衛

(川
村
信
近
)

の
子
で
あ
る
川
村
平
右
ヱ
門
信
興
は
､
延
宝
八
年

(1
6
8
0
年
)

に
'
永
井
信
濃
守

(淀
城
主
)
御
景
付
城
受
取
の
際
に
は
'
弓
､

鉄
砲
組
の

一
員
と
な
り
'
可
罷
出
御
内
意
有
と
あ
る

(注
2
7
)0

元
禄
二
年

(1
6
8
9
年
)
に
は
江
戸
城
付
御
目
付
'
寺
社
奉
行
'

そ
し
て
町
奉
行
に
な
り
'
宝
永
元
年

(1
7
0
4
年
)
に
は
綾
部

藩
家
老
と
し
て
江
戸
留
守
居
と
な
っ
た
｡

六
代
目
の
川
村
信
清

(平
次
右
ヱ
門
)
は
'
元
禄
八
年

(1
6

9
5
年
)
十

一
月
に
綾
部
藩
江
戸
留
守
居
と
な
っ
た
｡
寛
延
元
年

(1
7
4
8
年
)
五
月
に
参
勤
交
代
で
江
戸
か
ら
中
仙
道
を
通
り
'

綾
部
へ
帰
る
途
中
､
坂
本
宿
で
藩
主
の
私
物
が
盗
ま
れ
た
時
､
奉

行
役
の
平
次
右
ヱ
門
は
､
そ
の
場
で
荷
才
領
御
馬
屋
長
兵
衛
と
家

来
二
人
を
手
打
ち
に
し
､
息
子
の
川
村
信
延
と
共
に
自
殺
し
た
｡

信
延
が
七
代
目
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
が
､
信
延
の
弟
で
信
清
の
五

男
の
信
顕

(幼
名
は
友
次
)
が
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
｡
し
か
し
信

顕
は
宝
暦
八
年

(1
7
5
8
年
)
､
世
襲
を
嫌
が
り
江
戸
へ
出
奔
す
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る
｡
ま
た
信
顕
出
奔
後
に
信
延
の
子
も
亡
命
し
て
し
ま
い
'
家
絶

と
な
る
｡
し
か
し
､
文
化
元
年

(1
8
0
4
年
)
奇
跡
的
に
四
六

年
も
経
っ
て
'
川
村
家
か
ら
養
子
に
出
て
い
た
岡
田
文
作
典
掌
の

子
で
あ
る
彦
四
郎
を
川
村
信
敦
扱
平
右
ヱ
門
と
し
て
新
た
に
綾
部

藩
で
召
抱
え
た
｡
信
教
は
天
保
四
年

(1
8
3
3
年
)
'
江
戸
で
徒

目
付
御
徒
士
頭
'
御
納
戸
頭
御
手
廻
支
配
職
な
ど
を
勤
め
'
そ
の

後
'
奉
行
に
な
っ
て
い
る

(注
2
8
)0

飯
島
虚
心
の

『葛
飾
北
斎
伝
』
の
中
に
'
｢北
斎
翁
が
葬
式
の
時
'

兄
弟
姉
妹
甥
姪
な
ど
も
来
ら
ず
か
の
家
元
な
る
中
島
氏
よ
り
も
'

香
花
を
手
向
け
た
る
を
き
か
ざ
れ
ば
-
･-
｣
と
あ
る

(注
2
9
)0

仮
に
江
戸
に
出
奔
し
た
川
村
信
顕
が
'
北
斎
の
父
川
村
市
良
衛
門

(仏
清
)
だ
っ
た
と
す
る
と
､
虚
心
の
引
用
記
事
の
背
景
も
理
解

で
き
る
｡
市
良
衛
門

(仏
清
)
と
信
顕
が
同

一
人
物
だ
と
証
明
で

き
る
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
綾
部
川
村
家
の
寺
と
や
は
り
川

村
家
の
墓
寺
と
な
っ
た
元
浅
草
誓
教
寺
の
過
去
帳
に
連
続
性
が
あ

れ
ば
'
同

一
人
物
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
信
顔
は
宝

暦
八
年

(1
7
5
8
年
)
ま
で
綾
部
に
い
た
が
そ
の
後
は
江
戸
在

で
あ
る
｡
二
〇
〇
三
年

一
月
現
在
､
ま
だ
誓
教
寺
の
過
去
帳
で
は

宝
暦
八
年
後
八
年
間
の
消
息
確
認
は
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
理
由

は
誓
教
寺
の
過
去
帳
に
川
村
の
名
が
載
り
だ
し
た
の
は
'
明
和
三

年

(1
7
6
6
年
)
で
'
そ
れ
よ
り
以
前
に
遡
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
｡

虚
心
に
よ
る
と
'
浦
賀
潜
居
時
代
に
倉
田
と
い
う
商
人
宅
に
北

斎
は
い
た
と
い
う
｡
倉
田
家
は
寛
永
以
来
浦
賀
に
お
り
'
浦
賀
番

所
の
用
達
を
な
し
､
中
島
伊
勢
と
お
お
よ
そ
同
格
の
家
で
あ
っ
た

(注
3
0
)｡
倉
田
家
の
過
去
帳
に
よ
る
と
､
｢北
斎
は
わ
が
家
よ

り
出
で
し
人
｣
と
い
っ
て
い
る

(注
3
1
)｡
虚
心
の
解
釈
で
は
'

わ
が
家

(倉
田
家
)
に

一
時
住
ん
で
い
た
と
い
う
意
味
に
と
っ
て

い
る

(注
3
2
)｡
由
良
哲
次
は
､
倉
田
屋
藤
三
郎
が
北
斎
の
叔
父

で
あ
る
川
村
八
右
衛
門
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
｡
倉
田
と
い
う

名
は

『日
本
史
人
物
辞
典
』
に
よ
る
と
'
｢蔵
多

(倉
田
)
氏
は
'

戦
国
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
御
師
の

一
族
で
'
糸
魚
川
伊
勢
領

に
不
入
特
権
を
も
つ
所
領
が
上
杉
氏
か
ら
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
｣

と
あ
る

(注
3
3
)｡
も
し
浦
賀
の
倉
田
が
伊
勢
出
身
と
な
る
と
､

伊
勢
五
万
五
千
石
の
時
代
か
ら
九
鬼
藩
に
つ
か
え
た
川
村

一
族
と

同
郷
人
と
な
り
'
同
じ
藩
か
ら
出
た
と
い
う
意
味
で
倉
田
家
の
記

述
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
三
章

北
斎
の
考
え
た
川
村
象
の
再
興

享
和
元
年

(1
8
0
1
年
)
に
北
斎
の
父
で
あ
る
市
良
衛
門

(仏
清
)
が
死
亡
す
る
が
'
そ
の
前
年
に
北
斎
が
刀
を
所
持
し
て

い
る
自
画
像
を
発
表
し
て
い
る
｡
こ
の
絵
は
北
斎
の
父
親
仏
清
の

死
期
に
何
か
役
目
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡
そ
の
役

目
は
川
村
家
再
興
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

文
化
元
年

(1
8
0
4
年
)
､
北
斎
は

｢東
海
道
五
十
三
次
｣
を

発
表
し
て
い
る
(注
3
4
)｡
従
っ
て
こ
の
前
に
東
海
道
を
旅
し
て
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関
西
へ
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
同
年
の
文
化
元
年

(1
8
0
4
年
)
に
綾
部
川
村
も
四
六
年
ぶ
り
に
再
興
し
て
い
る
｡

こ
こ
に
何
か
関
連
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
｡

中
島
家
の
養
子
に
な
っ
て
い
た
北
斎
だ
が
'
寛
政
七
年

(1
7

9
5
年
)
に
は
中
島
家
の
相
続
権
を
長
男
富
之
助
に
ゆ
ず
り
'
長

男
の
名
も
代
々
の
相
続
名
で
あ
る
中
島
伊
勢
と
さ
せ
た
｡
そ
の
上

で
文
化
元
年

(1
8
0
4
年
)
に
は
川
村
姓
に
戻
っ
て
い
る
｡
こ

れ
は
'
川
村
家
再
興
の
た
め
に
北
斎
が
行
動
に
出
た
こ
と
を
意
味

す
る
｡
つ
ま
り
東
海
道
五
十
三
次
を
発
表
す
る
た
め
に
東
海
道
を

旅
し
た

一
方
'
川
村
家
を
再
興
す
る
工
作
に
従
事
し
た
と
推
察
で

き
る
｡
北
斎
は
文
化
元
年

(1
8
0
4
年
)
に
東
海
道
五
十
三
次

を
発
表
し
'
売
れ
っ
子
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
貧
乏
だ
っ
た
｡
こ
れ

は
'
す
べ
て
お
家
再
興
工
作
の
た
め
に
費
や
し
た
た
め
だ
と
推
論

す
る
｡

市
良
衛
門

(仏
清
)
が
信
顕
と
同

一
人
物
だ
と
す
る
と
'
北
斎

は
川
村
家
を
つ
ぶ
し
た
親
の
責
任
を
感
じ
'
ま
た
川
村
家
が
復
興

し
た
際
に
は
､
自
ら
が
そ
の
正
当
な
後
継
者
と
し
て
綾
部
藩
に
再

び
仕
え
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
だ
が
結
果
は
信
敦
の

登
用
だ
っ
た
｡
北
斎
は
川
村
信
敦
に
会
う
の
を
避
け
て
い
た
｡
ま

た
そ
の
死
の
時
ま
で
川
村
姓
を
名
乗
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
川
村

信
敦
が
天
保
五
年

(1
8
3
5
年
)
か
ら
天
保
七
年

(1
8
3
7

年
)
に
江
戸
詰
め
と
な
っ
た
時

(注
3
5
)'
北
斎
は
天
保
五
年
か

ら
浦
賀
に
潜
む
(注
3
6
)｡
川
村
信
敦
が
次
に
江
戸
詰
め
と
な
っ

た
弘
化
三
年

(1
8
4
6
年
)
か
ら
弘
化
四
年

(1
8
4
7
年
)

の
期
間
に
'
北
斎
は
幕
府
の
水
軍
の
長
で
あ
る
向
井
将
官
監
の
屋

敷
の
あ
る
'
本
所
荒
井
町
か
ら
西
両
国
'
田
町

一
丁
目
住
ま
い
を

経
て
'
信
州
小
布
施

(四
ケ
月
)
に
滞
在
し
て
い
た

(注
3
7
)｡

北
斎
の
行
動
は
こ
の
よ
う
に
､
川
村
信
敦
が
江
戸
へ
来
る
と
い
な

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(表
1
)｡
こ
れ
ら
は
単
な
る
偶
然
だ
ろ

う
か
｡
筆
者
は
北
斎
が
信
教
か
ら
逃
げ
て
い
た
と
推
察
す
る
｡

北
斎
は
'
名
前
を
も
じ
っ
て
遊
ぶ
の
が
好
き
で
あ
っ
た
｡
春
朗

時
代
に
は
'
黄
表
紙
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
に

｢是
和
斎
｣
(こ
れ
さ
い
わ

い
)
と
当
時
の
は
や
り
言
葉
を
使
っ
た
｡
北
斎
の
最
初
の
絵
手
本

の
名
が

｢己
応
華
夢
多
字
画
尽
｣
(お
の
が
ば
か
む
ら
む
だ
じ
え
ず

く
し
)
と
読
み
'
そ
の
他
､
名
古
屋
市
立
博
物
館
所
蔵
の
借
金
証

文
に
は

(
へ
く
さ
い
)
が
あ
る
｡
北
斎
は
こ
の
よ
う
な
調
子
で
変

名
し
て
い
る
｡
こ
れ
等
を
基
に
変
名
す
る
と
'
北
斎
の
父
の
市
良

衛
門
は
'
い
ち
ら
え
も
ん
1
い
ら
え
も
ん
1
平
右
ヱ
門

と
な
り
'

綾
部
川
村
が
よ
く
使
っ
た
名
前
に
な
る
｡
仏
清
は
'
ぶ
つ
き
よ
1

の
ぶ
っ
き
よ
1
信
清

と
な
る
｡
信
清

(川
村
平
次
右
ヱ
門
)
は

綾
部
川
村
の
六
代
目
に
な
り
上
州
坂
本
宿
で
切
腹
し
た
人
物
で
実

父
で
あ
る
｡
北
斎
の
父
の
市
良
衛
門
=

清
七
-

仏
清
は
本
来
な
ら

ば
七
代
目
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
｡
そ
の
故
に
信
清

(六
代
目
)
の

清
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

北
斎
と
同
様
に
､
父
の
仏
清
も
市
良
衛
門
'
清
七
と
名
前
が
多

い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
｡
何
か
か
ら
逃
げ
て
い
る
と
し
た
ら
へ
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北
斎
よ
り
正
体
が
わ
か
ら
な
い
仏
清
の
方
で
あ
ろ
う
｡
仏
師
と
さ

れ
て
い
る
が
'
仏
清
の
仏
像
作
品
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
｡
誓
教

寺
の
｢元
祖
仏
清
墓
｣
が
自
然
石
の
青
海
石
で
あ
り
'
そ
こ
に
｢和
｣
､

｢仏
清
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
仏
清
の
生
涯
が
穏
や
か
で
な

か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
青
海
石
を
墓
石

に
使
う
こ
と
か
ら
'
水
軍
の
末
商
の
象
徴
の
よ
う
に
も
思
え
る
｡

結

論
北
斎
の
出
自
を
探
る
た
め
に
緩
々
述
べ
て
き
た
｡
川
村
家
と
北

斎
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
資
料
は
十
分
あ
る
と
は
言
え
な
い
｡

北
斎
没
後

一
五
四
年
経
っ
た
今
日
'
筆
者
を
含
め
た
全
国
の
川
村

姓
の
人
と
の
家
系
を
た
ど
り
'
過
去
帳
を
基
に
研
究
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

今
回
は
'
九
鬼
藩
家
臣
の
川
村
家
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
｡

そ
の
家
系
を
遡
っ
て
み
る
と
､
北
斎
は
'
綾
部
藩
川
村
家
八
代
目

に
な
る
筈
だ
っ
た
の
が
父
の
代
で
浪
人
と
な
り
'
断
絶
と
な
っ
た

川
村
家
の
復
興
と
い
う
形
で
八
代
目
に
復
帰
し
よ
う
と
思
い
財
を

費
や
し
た
｡
が
'
結
局
'
綾
部
の
川
村
は
別
に
養
子
を
迎
え
て
再

興
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
結
果
'
北
斎
は

｢川
村
｣
と
い
う
姓
を

隠
し
通
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

な
お
､
本
試
論
は
川
村
兼
章
が
資
料
調
査
､
執
筆
し
'
加
藤
薫

が
監
修
'
編
集
作
業
に
徒
手
し
た
共
同
作
業
の
成
果
で
あ
る
｡

〔注
〕

(注

-
)荒
井
勉
'
『新

訳
･北
斎
伝
』
､
信
濃
毎

日
新
聞
社
.

)

9

98.p
.

)16,

(注
2
)飯
島
虚
心

'『葛
飾
北
斎
伝
』
'
岩
波
書
店
ー

1999.p.p.
2
9

～
笹
∴

(注
3
)安
田

剛
蔵
'
『画
狂
北
斎
』
'
有
光
書
房
.
)97
).p
.
2
9
.

(注
4
)飯
島
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表 1 北斎と九鬼綾部藩川村家の関係史年表

西 暦 年 号 九鬼綾部藩川村家 葛 飾 北 斎

1600 慶長 5年 甚右ヱ門信久､平右ヱ門信景家老親子､関が原の戦 いで西軍 の九鬼嘉隆 についた○

1614- 慶長19年 . 信景､木村長門守の軍 に入 り､

15 元和元年 大坂冬､夏の陣に敗れる○その後九鬼守隆の家 臣となる○

1695 元禄 8年 6代 目平次右ヱ門信景､江戸留守居役 になる○

1748 寛永元年 信清､信延親子が参勤交代の失態 の責任 をとって碓氷峠坊本宿で切腹.

1758 宝暦 8年 信延の弟信顕10石 2人扶持 となるが江戸へ脱藩,信延 の子 も脱藩 し家絶○

1760 宝暦 10年 江戸本所割下水 に生 まれる○

1766 明和 3年 川村家誓教寺過去帳 にのる｡

1793 寛政 5年 中島伊勢 に養子 となるo

1795 寛政 7年 長男 に中島家の相続権 を譲る○絵師 として再スター トす る○

1801 享和元年 刀 を所持す る自画像 を描 く○

1802 事和 2年 父､市良右衛門 (清七)死亡○

1804 文化元年 岡田家か ら養子 を迎え 7代 目川 東海道五十三次 を題材 としたシ

村平右ヱ門信教 とする○ リーズ を発表､前年 に関西旅行か○

1810 文化 7年

1835 天保 5年 7代信教､江戸御 目付､御徒士 浦賀潜居､以後 5年間,浦賀､

頭､御納戸頭､御幸廻支配役 になる○ 伊豆､房総､江戸 の旅客 となる○

1836 天保 6年

1837 天保 7年 信教､4月綾 部 にて再 び上述 の 2月頃､内々で江戸 に戻 る○
4役､御次 目付等被仰付○ 夏､浦賀よ り嵩山へ手紙 を送る○

1839 天保 9年 信教は奉行 になる○

1840 天保10年 房総旅行か○

1846 弘化 3年 信敦は江戸出府○ 弘化元～ 4年の問 2-3回小布施 に長期滞在○

1847 弘化 4年 信教は江戸 にて50石加増o綾部隠居

1848 嘉永元年 門人 .本 間北 曜が2回面談､ ｢鬼図｣ を贈 る○

1849 嘉永 2年 4月18日､浅草聖天町にて没○

1853 嘉永 6年 信教 前年没す る○8代信 敏､御道 中御供頭､ 目付取次役､羅被仰付 け られ江戸 に○
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