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「
下く

だ

り
酒
と
樽
廻
船
」 

酒
は
上
方
か
ら
江
戸
へ
運
ば
れ
て
い
た 

  

江
戸
で
は
上
方

か
み
が
た

か
ら
送
ら
れ
て
く
る
品
質
の
良
い
品
物
を
「
下
り
も
の
」
と
呼
び
、
地
回
り

物
で
品
質
の
良
く
な
い
も
の
を
「
下
ら
な
い
も
の
」
と
呼
ん
だ
と
い
い
ま
す
。 

 

江
戸
幕
府
が
開
幕
さ
れ
参
勤
交
代
が
制
度
化
さ
れ
る
に
つ
れ
、
全
国
各
藩
か
ら
江
戸
詰
め

の
武
士
達
と
共
に
、
新
し
い
都

み
や
こ

造
り
を
す
る
た
め
の
職
人
達
が
各
地
か
ら
一
斉
に
流
れ
込
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
江
戸
の
人
口
は
急
増
し
あ
っ
と
い
う
間
に
百
万
人
を
超
え
る
世
界

で
も
珍
し
い
大
消
費
都
市
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

 

文
化
先
進
地
域
だ
っ
た
上
方
の
商
品
が
地
回
り
品
よ
り
も
総
じ
て
品
質
が
優
れ
て
い
た
の

は
当
然
の
こ
と
で
、
百
万
人
を
超
え
る
人
々
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
は
、
酒
・
味
噌
・
醤
油
・

塩
等
を
は
じ
め
数
多
く
の
食
品
や
工
芸
品
が
上
方
を
中
心
に
各
地
か
ら
江
戸
へ
運
ば
れ
る
こ

と
は
必
須
の
要
件
で
も
あ
り
ま
し
た
。
地
回
り
物
も
次
第
に
品
質
が
向
上
し
て
い
っ
た
の
で

す
が
、
京
都
の
伏
見
や
摂せ

つ

泉せ
ん

十
二

じ
ゅ
う
に

郷ご
う

で
醸
造
さ
れ
た
「
下
り
酒
」
だ
け
は
、
室
町
時
代
か
ら
の

伝
統
的
な
高
い
醸
造
技
術
の
裏
付
け
が
あ
り
、
他
の
追
随
を
許
さ
ず
江
戸
末
期
に
な
っ
て
も

地
回
り
も
の
を
圧
倒
す
る
高
い
人
気
が
続
い
た
と
い
い
ま
す
。 

 

初
期
は
伊
丹
・
池
田
周
辺
の
清
酒
が
先
行
し
た
の
で
す
が
、
江
戸
中
期
頃
（
十
九
世
紀
初
期
）

に
な
る
と
次
第
に
灘
五

な

だ

ご

郷ご
う

周
辺
に
中
心
が
移
動
し
、
江
戸
末
期
に
は
「
下
り
酒
」
の
約
八
〇
％
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を
灘
五
郷
が
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
は
醸
造
技
術
や
米
の
品
質
だ
け
で
な
く
他
に
も
い
く
つ
か
理
由
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
筆
頭
に
あ
げ
る
べ
き
は
「
宮み

や

水み
ず

」
の
発
見
で
す
。
江
戸
時
代
末
期
の
天
保
八
年
～
十
一

年
に
西
宮
と
魚
崎
で
酒
造
り
を
し
て
い
た
山
邑

や
ま
む
ら

太
左
衛
門
（
桜
正
宗
の
六
代
目
当
主
）
が
場
所

に
よ
っ
て
酒
の
味
が
異
な
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
六
甲
山
系
の
地
下
水

が
酒
造
り
に
最
適
な
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
含
む
水
で
あ
る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
後
に
「
宮
水
」
と

名
付
け
ら
れ
今
日
も
引
き
続
き
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
が
六
甲
山
系
か
ら
流
れ
出
る
急
流
を
利
用
し
た
水
車
で
動
く
挽
き
臼
の
活
躍
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ま
で
の
足
踏
み
式
挽
き
臼
に
替
わ
っ
て
の
登
場
で
し
た
。
こ
れ
で
一
気
に
製
粉
の
生
産

性
が
向
上
し
江
戸
の
大
需
要
に
応
え
る
精
米
量
が
確
保
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
加

え
て
純
度
の
高
い
酒
米
（
現
在
の
「
山
田
錦
」）
を
得
る
こ
と
で
灘
酒
の
う
ま
み
が
飛
躍
的
に

向
上
し
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
江
戸
へ
の
大
量
搬
送
に
は
菱
垣
廻
船
や
樽
廻
船
の
活
用
が
必

須
で
杜
氏

と

う

じ

の
酒
蔵
が
港
に
近
い
灘
五
郷
は
極
め
て
優
位
な
立
地
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

新
酒
は
毎
年
十
一
月
頃
か
ら
翌
年
の
三
月
頃
に
か
け
て
出
荷
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、

こ
れ
は
秋
に
収
穫
さ
れ
た
新
米
を
使
っ
て
醸
造
さ
れ
蔵
で
熟
成
す
る
前
の
状
態
、
つ
ま
り
「
し

ぼ
り
た
て
」
を
出
荷
す
る
た
め
で
す
。
海
上
輸
送
に
適
当
な
四
斗
樽
（
七
十
二
㍑
・
一
升
瓶
四

十
本
分
）
に
詰
め
ら
れ
杜
氏
の
蔵
か
ら
積
み
出
さ
れ
る
の
で
す
が
、
江
戸
ま
で
の
距
離
は
陸
路
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で
約
五
〇
〇
㎞
、
海
路
を
と
る
と
約
七
〇
〇
㎞
も
あ
っ
て
一
大
難
事
で
し
た
。
初
期
の
頃
は
量

も
少
な
か
っ
た
の
で
馬
を
使
っ
て
陸
路
（
山
陽
道
～
東
海
道
）
で
運
ぶ
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、

馬
が
運
べ
る
量
は
一
駄

い

ち

だ

（
馬
一
頭
が
運
べ
る
重
量
）
二
樽
が
限
界
で
大
量
輸
送
は
無
理
で
し
た
。

重
い
荷
物
を
背
に
大
井
川
を
渡
り
、
箱
根
の
山
を
越
え
る
の
は
至
難
の
業
だ
っ
た
の
で
す
。
し

た
が
っ
て
量
が
増
え
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
効
率
の
良
い
船
便
が
主
体
に
な
っ
て
行
っ
た
の

は
当
然
の
結
果
で
し
た
。 

 

当
時
、
大
坂
と
江
戸
の
間
の
海
上
輸
送
は
菱ひ

垣が
き

廻
船
が
一
般
の
荷
物
と
一
緒
に
酒
樽
を
積

ん
で
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
酒
専
用
の
「
樽
廻
船
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
積
載
量
も
当
初
は
二

百
～
三
百
石
（
一
石
は
約
百
八
十
㍑
）
の
小
型
が
中
心
で
し
た
が
、
下
り
酒
の
人
気
が
飛
躍
的

に
増
え
、
一
年
間
百
万
樽
も
の
大
量
輸
送
の
た
め
に
は
荷
役
作
業
の
効
率
が
良
く
航
行
速
度

も
速
い
専
用
船
が
必
用
で
、
十
九
世
紀
に
入
る
頃
に
は
二
千
石
積
み
の
大
型
樽
廻
船
も
珍
し

く
な
く
な
っ
た
の
で
す
。 

海
上
輸
送
に
は
思
わ
ぬ
余
禄
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

船
便
に
は
風
波
に
よ
る
大
き
な
揺
れ
が
付
き
も
の
で
、
こ
の
激
し
い
揺
れ
が
酒
の
熟
成
を

促
す
と
同
時
に
、
樽
材
に
使
わ
れ
て
い
る
吉
野
杉
の
香
り
が
ほ
ど
良
く
酒
に
移
り
、
灘
酒
の
評

価
を
一
段
と
高
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
す
。
樽
が
菰
か
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
も
と

も
と
は
船
内
で
樽
同
士
が
ぶ
つ
か
っ
て
破
損
す
る
こ
と
を
防
ぐ
の
が
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

江
戸
っ
子
の
一
般
的
な
気
風
は
ご
承
知
の
通
り
「
初
物
好
き
」
で
す
。
灘
で
も
こ
の
気
風
に
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沿
っ
た
一
大
イ
ベ
ン
ト
が
毎
年
挙
行
（
元
禄
年
間
頃
か
ら
開
催
）
さ
れ
ま
し
た
。
名
付
け
て
こ

れ
を
「
新
酒
番

し
ん
し
ゅ
ば
ん

船ふ
ね

」
と
い
い
ま
す
。
「
番
船
」
は
順
番
を
競
う
船
の
意
で
す
。 

毎
年
十
一
月
頃
、
西
宮
の
沖
を
出
発
点
と
し
て
大
坂
と
西
宮
の
樽
廻
船
問
屋
十
四
軒
が

各
々
新
酒
を
満
載
し
た
樽
廻
船
を
夫
々
一
隻
ず
つ
出
し
て
江
戸
の
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
順
位
を

競
う
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
第
一
着
の
番
船
に
は
「
惣
一
番

そ
う
い
ち
ば
ん

」
の
栄
誉
と
共
に
そ
の
年
の
荷
役

を
優
先
的
に
確
保
で
き
る
と
い
う
実
益
も
あ
り
ま
し
た
。
勿
論
、「
惣
一
番
酒
」
は
そ
の
年
の

新
酒
価
格
の
基
準
に
な
る
こ
と
で
巨
額
の
利
益
を
得
た
よ
う
で
す
。 

 

ゴ
ー
ル
近
く
の
江
戸
新
川
（
現
中
央
区
新
川
）
に
は
「
下
り
酒
問
屋
」
の
約
七
割
が
軒
を
並

べ
て
い
て
、
西
宮
か
ら
の
着
荷
を
待
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

 

当
時
の
江
戸
の
酒
屋
は
店
頭
で
量
り
売
り
を
す
る
の
が
主
で
し
た
が
、
下
り
酒
問
屋
は
拡

販
の
た
め
に
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生
み
だ
し
て
「
下
り
酒
」
の
拡
販
を
試
み
て
い
ま
し
た
。

例
え
ば
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
年
）
創
業
の
酒
問
屋
・
豊
島
屋
の
当
主
豊
島
屋
十
右
衛
門
は
従

来
の
量
り
売
り
に
加
え
、
酒
と
一
緒
に
豆
腐
田
楽
を
破
格
の
値
段
で
売
り
出
し
爆
発
的
な
人

気
を
得
た
と
い
い
ま
す
。
今
で
い
う
「
居
酒
屋
」
な
の
で
す
が
、
当
時
と
し
て
は
全
く
新
し
い

経
営
モ
デ
ル
で
し
た
。
空
に
な
っ
た
酒
樽
を
味
噌
屋
に
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
で
豆

腐
田
楽
の
破
格
の
値
段
を
実
現
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
凄
い
ア
イ
デ
ィ
ア
で
す
ね
。 

ま
た
当
時
の
蕎
麦
屋
は
お
客
が
入
店
し
て
か
ら
そ
ば
を
打
つ
の
が
普
通
で
し
た
が
、
そ
の

待
ち
時
間
の
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
「
酒
と
つ
ま
み
」
を
出
す
、
現
在
で
い
う
「
そ
ば
前
」（
日
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本
酒
）
の
習
慣
を
案
出
し
た
の
も
豊
島
屋
十
右
衛
門
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

十
右
衛
門
さ
ん
は
と
に
か
く
傑
出
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
マ
ン
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

い
つ
の
世
も
様
々
な
（
技
術
）
革
新
（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
が
開
か

れ
て
行
く
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
閉
塞
感
が
漂
う
令
和
の
昨
今
で
す
。
新
し
い
イ
ノ

ベ
ー
タ
ー
の
出
現
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

  


