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造
り
酒
屋
の
富

　

江
戸
時
代
、
豪
商
と
言
え
ば
呉
服
商
と
両
替
商
が

双
璧
で
、米
問
屋
や
材
木
問
屋
、廻か
い
せ
ん
ど
ん
や

船
問
屋（
海
運
業
）

あ
た
り
が
続
く
、
と
い
う
の
が
相
場
で
し
た
。
し
か

し
、
幕
末
前
後
か
ら
、
そ
う
し
た
傾
向
に
変
化
が
生

じ
ま
す
。
実
力
あ
る
豪
商
の
本
業
に
多
様
性
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
有
力
な
業
態
の
一

つ
が
酒
造
業
（
造
り
酒
屋
）
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
酒
造
業
は
厳
し
い
統
制
下
に
あ
り
ま

し
た
。
酒
造
の
権
利
を
得
る
た
め
に
は
多
額
の
金
銭

が
必
要
で
、
権
利
を
得
て
も
様
々
な
制
約
が
あ
り
、

不
作
の
年
に
は
酒
造
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
で
し
た
。
ま
た
酒
造
業
は
、
仕
入
れ
か
ら
販
売
ま

で
の
時
間
が
長
く
、
製
造
時
期
も
限
ら
れ
る
な
ど
、

経
営
面
の
リ
ス
ク
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
を
補
っ
て
余
り
あ
る
利

益
が
出
た
の
で
し
ょ
う
、
仙
台
藩
領
で
も
藩
に
献
金

し
て
酒
造
を
許
可
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
新
興
の
豪

商
・
豪
農
が
次
々
と
現
れ
ま
し
た
。
幕
末
、
財
政
難

に
あ
え
ぐ
仙
台
藩
は
、
彼
ら
に
酒
造
を
許
す
こ
と
で
、

多
額
の
収
入
を
得
る
政
策
を
採
っ
た
の
で
す
。

御
軍
用
酒
屋
か
ら

　

江
戸
時
代
の
仙
台
城
下
に
お
い
て
、
造
り
酒
屋
と

い
う
と
、
藩
用
の
酒
を
造
る
「
御お
さ
か
や

酒
屋
」
の
榧か
や
の
も
り森

と

岩
井
、
町
の
酒
屋
と
し
て
は
国
分
町
の
菅
原
屋
と
二

日
町
の
浅あ
さ
か賀

屋
あ
た
り
が
有
名
ど
こ
ろ
で
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
に
入
る
と
新
た
な
造
り
酒
屋
が
評

判
を
呼
び
ま
し
た
。
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
の

「
仙
台
人
物
見
立
一
覧
表
」
が
仙
台
の
酒
造
家
と
し

て
名
前
を
挙
げ
た
の
は
、
老
舗
の
造
り
酒
屋
で
は
な

く
、
伊い
さ
わ
へ
い
ぞ
う

澤
平
蔵
と
い
う
人
物
だ
っ
た
の
で
す
。

　

伊
澤
平
蔵
は
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
に
宮

城
郡
笠か
さ
が
み神

村
（
多
賀
城
市
）
の
農
家
に
生
ま
れ
、

哲て
つ
え
も
ん

右
衛
門
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
若
く
し
て
伊
澤

屋
へ
奉
公
に
出
た
哲
右
衛
門
は
、
温
厚
、
か
つ
勤
倹

な
人
柄
を
見
込
ま
れ
、
多
く
の
奉
公
人
の
中
か
ら
選

ば
れ
、
二
四
歳
で
伊
澤
屋
の
婿
養
子
と
な
り
ま
し
た
。

　

哲
右
衛
門
が
婿
養
子
と
な
っ
た
当
時
、
伊
澤
屋
は
、

大
き
く
商
売
を
伸
ば
し
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年

に
御ご
ぐ
ん
よ
う
さ
か
や

軍
用
酒
屋
と
し
て
清
酒
の
醸
造
を
許
さ
れ
た
ば

か
り
で
し
た
。
御
軍
用
酒
屋
と
は
、
藩
の
軍
備
に
充

て
る
と
い
う
名
目
で
、
通
常
の
酒
造
免
許
よ
り
も
多

額
の
献
金
と
一
定
量
の
酒
を
藩
に
納
め
る
代
わ
り
に
、

不
作
の
年
で
も
酒
造
制
限
の
対
象
外
と
な
る
特
権
を

与
え
ら
れ
た
、
特
別
な
免
許
で
し
た
。
伊
澤
屋
は
、

こ
の
御
軍
用
酒
屋
と
い
う
特
権
を
得
て
、
さ
ら
に
藩

へ
の
献
金
を
重
ね
て
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
る
な
ど
、

一
躍
仙
台
で
も
有
数
の
造
り
酒
屋
と
な
っ
た
の
で
す
。

人
望
を
集
め
た
実
業
家
へ

　

養
家
を
継
い
だ
哲
右
衛
門
は
、
養
父
の
名
で
あ
る

平
蔵
を
襲
名
し
、
家
業
に
励
み
ま
し
た
。
時
代
が
変

わ
っ
て
、
酒
造
に
対
す
る
制
限
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と

も
追
い
風
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
が
、「
仙
台

人
物
見
立
一
覧
表
」
へ
の
登
場
で
し
た
。

　

同
時
に
平
蔵
は
、
酒
造
業
で
得
た
資
金
で
土
地
を

集
め
、
そ
れ
が
明
治
期
の
地
価
高
騰
に
よ
っ
て
大
き

な
富
と
な
り
、
明
治
一
〇
年
代
に
は
仙
台
有
数
の
資

産
家
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

新
興
の
経
済
人
に
は
、
え
て
し
て
強
引
さ
や
個
性

の
強
さ
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
平
蔵
は

む
し
ろ
、
温
厚
、
円
満
な
人
柄
で
信
頼
と
地
位
を
獲

得
し
ま
し
た
。
伊
澤
家
は
各
地
に
田
地
を
保
有
す
る

大
地
主
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
凶
作
時
に
は
、
小
作

料
を
免
除
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
金
や
米
を
援
助
す

る
と
い
っ
た
措
置
を
採
り
ま
し
た
。
平
蔵
は
こ
う
し

た
社
会
貢
献
に
は
財
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

資
産
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
柄
か
ら
も
人
々
の
信

頼
を
得
た
平
蔵
は
、
市
会
議
員
・
市
参
事
会
員
・
郡

会
議
員
・
県
会
議
員
な
ど
、
地
方
政
治
の
場
に
引
っ

張
り
出
さ
れ
、
つ
い
に
は
貴
族
院
議
員
に
も
選
任
さ

れ
ま
し
た
。
経
済
界
で
も
、
平
蔵
を
頼
り
に
す
る
声

は
強
く
、
仙
台
商
業
会
議
所
の
第
三
代
会
頭
に
な
り
、

晩
年
に
は
七
十
七
銀
行
頭
取
に
も
推
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
四
十
四
年
、
平
蔵
は
惜
し
ま
れ
な
が
ら
七
四

年
の
生
涯
を
終
え
ま
す
が
、
彼
の
地
位
と
信
頼
は
後

継
ぎ
の
平
左
衛
門
に
引
き
継
が
れ
、
伊
澤
家
は
仙
台

の
実
業
界
を
引
き
続
い
て
牽
引
し
て
い
く
の
で
す
。
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大正時代の伊澤商店全景

「
仙
台
城
下
町
人
列
伝
」「
明
治
実
業
家
列
伝
」
と
続
い

た
連
載
は
、
今
回
で
一
区
切
り
と
な
り
ま
す
。

長
い
間
の
ご
愛
読
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


