
W
品
川

後

N
W
W

江
戸
期
か
ら
現
代
へ
数
百
年
に
わ
た
り
わ
が
国

W
W

を
代
表
す
る
銘
醸
地
と
し
て
栄
え
続
け
る
灘
五
郷
。

w
w
m

灘
の
地
が
、
江
戸
時
代
に
日
本
最
大
の
酒
造
地
と
れ

お
山

成
り
え
た
背
景
に
は
、
恵
ま
れ
た
自
然
条
件
や
流
話
村
総

通
の
整
備
の
ほ
か
に
、
酒
造
り
の
技
術
改
良
と
そ
’
線
開
刊

れ
に
伴
う
千
石
蔵
の
出
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

M
，

る
。
千
石
蔵
は
「
灘
の
寒
造
り
」
の
舞
台
で
あ
り
、
配
圏
幡
町

灘
の
町
並
を
形
成
す
る
主
役
で
も
あ
っ
た
。
世
に
判
繍
酪

名
高
い
灘
の
生
一
本
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の

調
輔
副

で
あ
る
。

，
、
，

F
y
t

脇
山

そ
こ
で
今
回
、
大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l

ム
は
、
開
制
州

灘
五
郷
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
関
西
学
院
大

叫
附
附

学
教
授
の
柚
木
学
氏
、
並
び
に
神
戸
大
学
教
授
の

R
J

多
淵
敏
樹
氏
の
ご
指
導
と
、
灘
の
代
表
的
酒
造
メ

一

！
ヵ
ー
で
あ
る
菊
正
宗
酒
造
（
株
）
の
ご
協
力
を
得

一

て
、
江
戸
期
の
灘
に
お
い
て
理
想
的
と
い
わ
れ
た
一

千
石
蔵
に
注
目
し
、
そ
の
復
元
に
挑
戦
し
た
。

v
J
巾
湖
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、
灘
五
郷
の
歴
史
と
風
土

灘
五
郷
の
歴
史
的
背
景

ろ
つ
こ
う
お
ろ
し

寒
や
北
風
六
甲
嵐

灘
の
本
場
で

桶
の
洗
い
は
、丘二

ユ巳
り
の桶
初 j先
めい

男
心
で

浄
め
ま
す

（
秋
洗
い
唄
）

「
灘
の
酒
は
風
で
造
る
」
と
い
う
。

毎
年
、
六
甲
山
系
か
ら
冷
た
い
北
風
の
吹
き
降
ろ
す
秋
口
、

た
ん
ま
と

う

じ
く
ち
び
と

丹
波
杜
氏
に
代
表
さ
れ
る
蔵
人
た
ち
が
灘
五
郷
の
酒
蔵
地
帯かん

に
集
ま
っ
て
く
る
。
歌
に
あ
る
秋
の
桶
洗
い
は
、
「
灘
の
寒

コ
〈造
り
」
の
始
ま
り
を
告
げ
る
。

そ
れ
か
ら
約

一
O
O
日
、
灘

せ
ん
ご
く

h、
ら

の
酒
は
厳
冬
期
の
寒
風
の
吹
き
付
け
る
千
石
蔵
の
中
、
て
、
杜

氏
の
誇
り
を
賭
け
た
伝
承
の
手
法
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
。

そ
の
名
が
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
江
戸
期
を
通
し

て
、
灘
の
酒
造
地
、
て
は
こ
う
し
た
光
景
を
繰
り
返
し
な
が
ら

「
灘
の
生
一
本
」
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
六
甲
嵐
の
風
下
に
あ
た
る
海
浜
一
帯
、
現
在
の
地
名

で
い
え
ば
西
宮
市
か
ら
神
戸
市
に
か
け
て
の
東
西
約
二
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
域
が
、
い
わ
ゆ
る
「
灘
五
郷
」
で
あ
る。

い
ま
ず

に
し
の

み
や

う

お
さ
き

み

か
げ

東
か
ら
今
津
郷
、
西
宮
郷
、
魚
崎
郷
、
御
影
郷
、
そ
し
て

西
郷
。

江
戸
積
み
酒
造
地t
し
て
栄
え
た
摂
泉
二

一郷
の
う

ち
で
も
、
屈
指
の
酒
造
地
帯
が
こ
こ
に
形
成
さ
れ
た。
し
か

し
、
現
在
の
灘
五
郷
が
正
式
に
形
成
さ
れ
た
の
は
、
明
治

一

九
年
（

一
八
八
六
）
摂
津
灘
酒
造
業
組
合
が
結
成
さ
れ
て
か

ら

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た

。

そ
れ
以
前
の
灘
は
、
江
戸
期
に

お
け
る
酒
造
業
発
展
の
歴
史
そ
の
ま
ま
に
、
海
沿
い
の
農
村

か
ら

一
大
酒
造
地
帯
へ
と
急
激
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

灘
の

一
帯
が
、
江
戸
へ
の
出
荷
特
権
を
有
す
る
江
戸
積
み

の
酒
造
地
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
以

降
の
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
近
世
前
期
か
ら
酒
造
地
と
し
て

灘
五
郷
発
展
の
条
件

で
は
灘
の
地
が
な
ぜ

こ
れ
は
E

巨
大
な
酒
造
地
を
形
成

す
る
に

至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
の

一
つ
は
、
灘
酒

の
品
質
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
『

灘
酒
沿
革
誌
』

に
よ
れ
ば
、

魚
崎
郷
の
酒
造
家
で
あ
っ
た
岸
田
忠
右
衛
門
は
灘
の
酒
を
評

し
て
、
「
西
宮
の
井
水
、
摂
播
の
米
、
吉
野
杉
の
香
、
丹
波

杜
氏
の
技
備
、
六
甲
の
寒
風
、
摂
海
の
湿
気
相
合
し
、
相
凝

り
て
そ
の
特
長
を
化
成
す
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
い
わ

ば
灘
酒
の
生
ま
れ
る
自
然
的
条
件
か
つ
立
地
的
条
件
を
簡
潔

に

表
現
し
た
も
の
と
い
え
る

。

み
や
み
ず

リ

ン

や
カ
リ
を
大
量
に
含
む
醸
造
に
適
し
た
「
宮
水
」、

山
田
錦
に
代
表
さ
れ
る
良
質
の
酒
米
、
酒
樽
の
み
な
ら
ず
酒

造
り
の
桶
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
た
吉
野
杉
、
発
酵
と
そ
の
管

理
に
車
越
し
た
技
術
を
発
揮
し
た
丹
波
杜
氏
、
そ
し
て
微
妙

な
醸
造
過
程
の
す
べ
て
に
影
響
す
る
気
候
：
：
：
こ
れ
ら
が
灘

の
酒
に
芳
醇
な
昧
を
賦
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う。

と
同
時
に
、
灘
酒
を
日
本
最
大
の
ブ
ラ
ン
ド
へ
と
押
し
あ

一
、
灘
の
酒
造
り
と
酒
造
蔵

酒
造
り
の
工
程
と
酒
造
蔵

酒
造
り
の
主
要
工
程
は
、
精
米
工
程
と
仕
込
（
醸
造
）
工

こ
う
じ

程
と
に
大
別
さ
れ
る

。

こ
の
う
ち
仕
込
工
程
は
、
麹
仕
込

（
蒸
米
の一
部
を
使
用
し
麹
を
造
る
）
・
翫
仕
込
（
蒸
米
と

麹
と
水
を
使
用
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
を
行
う
翫H
酒
母
を

も
ろ

み

培
養
す
る
）
・
穆
仕
込
（
翫
に
蒸
米
、
麹
、
水
を
加
え
な

が
ら
穆
を
生
成
し
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
を
行
う
）
と
進
み
、
出

来
上
が
っ
た
酵
を
酒
船
で
絞
る
と
、
清
酒
が
生
ま
れ
る
。

（
日
頁
図
参
照
）

こ
の
仕
込
工
程
で
は
、
糖
化
作
用t
発
酵
作
用
、
が
き
わ
め

て
重
要
な
要
因
で
あ
り
、
建
築
的
に
み
る
と
こ
う
し
た
化
学

栄
え
た
伊
丹
・
池
田
な
ど
の
都
市
酒
造
業
に
対
し
、
灘
は
農

村
を
基
盤
と
し
た
在
方
酒
造
業
地
帯
、
と
し
て
出
発
し
、
短
期

間
に
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
の
契
機
は
、
徳
川
幕
府

の
酒
造
政
策
ゃ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
米
の
生
産
を
経
済
基

盤
と
し
た
徳
川
幕
府
は
、
米
が
酒
造
り
に
多
用
さ
れ
る
こ
と

を
懸
念
し
、
元
禄
期
以
降
、
酒
造
石
高
の
制
限
と
課
税
に
よ

る
取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
は
酒

価
の
高
騰
を
呼
び
、
税
収
の
減
少
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
か
ら
幕
府
の
政
策
は
酒
造
緩

和
へ
と
傾
き
始
め
、
さ
ら
に
享
保
期
に
な
る
と
米
価
の
下
落

も
重
な
り
、
つ
い
に
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
は
「
酒
造

か
つ
て
つ
く

勝
手
造
り
令
」
が
布
達
さ
れ
、
酒
造
奨
励
へ
と
大
き
く
政
策

転
換
が
行
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
政
策
を
背
景
と
し
て
、
灘
は
、
江
戸
積
み
の
上

方
酒
造
業
者
の
株
仲
間
が
結
成
さ
れ
た
明
和
九
年
（
一
七
七

一
一）
に
は
、
大
阪
・
伊
丹
・
池
田
・
西
宮
な
ど
と
並
ん
で
、

上
灘
・
下
灘
の
二
郷
を
形
成
し
た
。
こ
れ
に
今
津
郷
を
加
え

た
灘
三
郷
が
、
灘
酒
造
業
の
中
核
と
な
っ
た
。
の
ち
に
上
灘

は
、
東
組
（
魚
崎
）
・
中
組
（
御
影
）
・
西
組
（
新
在
家
、

大
石
）
に
分
郷。

こ
の
三
郷
に
下
灘
と
今
津
郷
を
加
え
た
地

域
が
、
江
戸
時
代
の
灘
五
郷
と
な
る
。
さ
ら
に
近
代
に
入
る

と
、
こ
の
う
ち
の
下
灘
が
抜
け
、
西
宮
郷
が
加
わ
り
、
現
在

の
灘
五
郷
と
な
っ
た
の
で
あ
る

。

こ
の
間
の
灘
酒
造
業
の
発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ

る
。

柚
木
学
氏
の
作
成
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
元
禄
一
O

年
（

一
六
九
七
）
に
は
摂
泉
二
一
郷
の
江
戸
積
み
の
酒
樽
数

は
六
四
万
樽
に
の
ぼ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
は
の
ち
の
灘
三
郷

を
形
成
す
る
上
灘
・
下
灘
・
今
津
郷
の
酒
造
家
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
わ
ず
か

二
七
年
後
の
享
保
九
年
（

一
七

二
四
）
、
初
め
て
史
料
の
上
で
今
津
、
御
影
な
ど
の
酒
造
家

計
五
五
軒
が
登
場
す
る
。

そ
れ
か
ら
約
一
世
紀
を
経
た
天
保

げ
た
条
件
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。

そ
れ
は
精
米
工
程
に
お
け

る
水
車
の
利
用
、
仕
込
工
程
に
お
け
る
寒
造
り
へ
の
集
中
化
、

そ
し
て
流
通
過
程
に
お
け
る
江
戸
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
た
大

量
輸
送
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ば
技
術
的
条
件
及
、
び
経
済

的
条
件
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

。

灘
は
、
六
甲
山
系
か
ら
流
れ
出
る
河
川
に
恵
ま
れ
た
地
域

で
あ
り
、
西
か
ら
生
田
川
、
都
賀
川
、
石
屋
川
、
住
吉
川
、

芦
屋
川
な
ど
が
並
び
、
早
く
か
ら
油
絞
り
の
水
車
が
稼
動
し

と

め

っ

て
い
た
。

こ
の
水
車
に
加
え
、
新
た
に
設
置
し
た
米
春
き
水

車
の
利
用
に
よ
り
、
従
来
の
足
踏
み
精
米
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
ほ
ど
精
白
度
の
高
い
米
を
、
し
か
も
大
量
に
造
り
出
す

も

ろ
は
〈

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

灘
酒
の
よ
う
な
諸
白
造
り
（
麹
米
、

掛
米
と
も
に
白
米
を
使
用
し
て
仕
込
ん
だ
酒
）
に
と
っ
て
、

米
の
精
白
度
は
品
質
の
決
定
的
要
因
で
あ
る
だ
け
に
、
水
車

の
利
用
は
品
質
向
上
に
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

。

天

明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
は
、
灘
を
含
む
菟
原
郡
下
一
八
カ

村
で
す
で
に
七
三
輔
の
水
車
が
架
設
さ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る

。

ま
た
酒
の
仕
込
過
程
で
は
、
寒
造
り
へ
の
集
中
化
と
そ
の

作
用
に
も
っ
と
も
適
し
た
建
造
物
が
土
蔵
で
あ
っ
た
。
土
蔵

は
、
木
造
の
倉
と
比
較
す
る
と
圧
倒
的
に
耐
火
性
が
優
れ
て

い
る
。
『
春
日
権
現
験
起
絵
巻
』
（
鎌
倉
末
期
）
に
焼
け
残
っ

た
土
蔵
の
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
こ
う
し
た
性
質

が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る。
そ
こ
で
中
世
に
は
、

ど

そ
う

主
と
し
て
奈
良
や
京
都
の
土
倉
（
金
融
業
者
）
が
客
か
ら
預

か
っ
た
物
品
の
保
管
に
土
蔵
を
用
い
た
こ
と
か
ら
、
急
速
に

一
般
化
し
て
い
っ
た
。

内
部
の
収
納
ス
ペ
ー
ス
を
広
げ
る
た

の
ぽ
は
り

め
、
小
屋
組
部
分
ま
で
利
用
で
き
る
登
り
梁
構
造
が
考
案
さ

れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
土
蔵
に
は
も
う

一
つ
大
き
な
機
能
が
あ
っ
た
。
土

三
年
（
一
八
三
二
）
に
な
る
と
、
江
戸
積
み
樽
数
は

一
O
六

万
樽
に
伸
び
る
が
、
そ
の
う
ち
灘
三
郷
の
シ
ェ
ア
は
五
三
・

七
%
を
占
め
る
。
こ
れ
に
西
宮
郷
を
合
わ
せ
る
と
、
六
O
%

以
上
が
灘
の
酒
で
占
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
天
保
三
年
、
灘
三
郷
の
酒
造
家
の
数
は
二
五
七
軒
、

西
宮
郷
と
合
わ
せ
る
と
三
O
O
軒
に
の
ぼ
る
。
江
戸
後
期
の

灘
の
海
浜
に
は
、
こ
れ
ら
酒
造
家
た
ち
の
持
つ
酒
造
蔵
が
ギ

た
る
か
い

ツ
シ
リ
と
立
ち
並
び
、
江
戸
積
み
の
酒
樽
を
満
載
し
た
樽
廻

世

ι
U
M
V

き

船
、
菱
垣
廻
船
の
浮
か
ぶ
港
と
あ
い
ま
っ
て
、
壮
観
と
も
い

え
る
光
景
を
創
り
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

池田

伊丹

た
め
の
技
術
改
善
が
進
め
ら
れ
た。
江
戸
時
代
初
期
の
伊
丹
・

池
田
の
酒
造
地
で
は
、
新
酒
・
早
間
酒
・
間
酒
・
寒
前
酒
・

寒
酒
・
春
酒
と
、
夏
か
ら
春
に
か
け
て
幾
度
に
も
わ
た
り
酒

の
仕
込
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
厳
冬
期
に
造
ら
れ
る
寒
酒

が
品
質
の
上
で
も
っ
と
も
優
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
灘
、
て
は

仕
込
技
術
の
改
善
を
重
ね
つ
つ
、
つ
い
に
寒
造
り
へ
の
集
中

化
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
江
戸
積
み
の
輸
送
面
で
も
、
灘
は
有
利
な
立
地
に

あ
っ
た
。

北
摂
の
山
間
部
に
位
置
す
る
伊
丹
や
池
田
で
は
、

馬
の
背
に
酒
樽
を
積
ん
で
港
ま
で
輸
送
し
、
そ
こ
か
ら
船
積

み
し
た
の
に
対
し
、
灘
は
目
の
前
に
広
が
る
海
を
存
分
に
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
た

。

樽
廻
船
や
菱
垣
廻
船
を
積
極
的
に
活

用
し
、
江
戸
と
い
う
巨
大
市
場
の
掌
握
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
条
件
を
基
盤
と
し
て
、
灘
で
は
厳
冬
期

の
わ
ず
か
一
0
0
日
間
に
大
量
の
米
を
仕
込
む
シ
ス
テ
ム
が

出
来
上
が
っ
た

。

そ
れ
が
仕
込
米
と
し
て

一
0
0
0

石
を
使

用
す
る
「
灘
の
千
石
造
り
」
で
あ
り
、
そ
の
舞
台
こ
そ
ほ
か

に
類
を
み
な
い
壮
大
な
規
模
の
千
石
蔵
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
漆
喰
で
造
ら
れ
た
厚
い
壁
に
固
ま
れ
た
空
間
は
、
外
気
の

影
響
を
受
け
仁
く
い
こ
と
か
ら
恒
温
装
置
と
も
い
え
る
機
能

を
発
揮
す
る
。
微
妙
な
温
度
管
理
を
必
要
と
す
る
発
酵
過
程

に
は
、
き
わ
め
て
都
合
の
い
い
施
設
と
い
え
る
。
そ
こ
で
酒

造
蔵
仁
は
早
く
か
ら
土
蔵
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
土
蔵
そ
の
も
の
の
有
す
る
機
能
に
加
え
、
灘
、
て

は
、
酒
造
蔵
と
自
然
条
件
と
を
巧
み
に
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る

蔵
の
配
置
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
北
側
に
仕
込
蔵
と

貯
蔵
庫
を
兼
ね
た
大
蔵
を
配
置
し
、
南
側
に
そ
の
他
の
用
途

か
さ

P
6

を
持
つ
前
蔵
を
連
ね
る
も
の
で
、
「
灘
の
重
ね
蔵
」
と
呼
ば



れ
る
構
造
で
あ
る
。
二
棟
を
南
北
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、

冬
期
に
は
仕
込
蔵
に
北
か
ら
低
温
の
六
甲
嵐
が
吹
き
付
け
る

の
で
、
窓
の
開
聞
に
よ
っ
て
発
酵
状
態
の
管
理
が
容
易
と
な

る
。
ま
た
夏
期
に
は
、
南
か
ら
の
強
い
日
射
し
を
前
蔵
が
遮

り
、
大
蔵
に
貯
蔵
さ
れ
た
酒
の
腐
敗
を
防
「
機
能
を
果
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
ね
蔵
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
現

在
は
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
菊
正
宗
酒
造
記
念
館
や
白
鶴
酒

造
資
料
館
な
E

に
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

灘
の
酒
造
蔵
を
語
る
と
き
、
白
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
そ

の
規
模
の
大
き
き
で
あ
る
。
千
石
造
り
の
酒
造
マ

ニ
ユ
フ
ア

ク
チ
ュ
ア
の
定
型
で
は
、
一
日
一
O
石
の
米
を
一
O
O

日
で

仕
込
む
の
を
標
準
と
し
て
い
る
。
水
車
に
よ
る
大
量
精
米
が

可
能
と
な
っ
た
灘
の
酒
造
地
で
は
、
実
際
に
は
一
日
一
一
O
石

を
超
え
る
米
を
仕
込
む
こ
と
の
で
き
る
蔵
も
珍
し
く
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
灘
で
は
、
時
代
の
要
請
に
先
駆
け
る
形
で
、
配
仕

込
期
聞
を
短
縮
し
短
期
間
に
大
量
の
翫
を
仕
込
ん
だ
り
、
仕

く

み
み
ず

込
水
の
汲
水
率
を
高
め

「
の
び
の
き
く
酒
」
を
造
る
な
ど

、

量
産
化
へ
向
け
た
さ
ま
、
ざ
ま
な
技
術
改
良
が
積
極
的
に
行
わ

れ
た
。
ま
た
使
用
す
る
道
具
類
も
、
量
産
化
に
見
合
う
大
型

の
も
の
が
採
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
伊
丹
で
は
二
O
石
級
で
あ

三
、
天
保
期

っ
た
大
桶
が
、
灘
で
は
三
O
石
以
上
（
約
五
O
O
O
i

六
0

0
0
リ
ッ
ト
ル
）
も
の
大
桶
が
出
現
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ

う
し
た
大
桶
を
数
多
く
配
置
す
る
た
め
に
、
必
然
的
に
酒
造

蔵
も
大
規
模
な
も
の
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
嘉
納
家
文
書
と
の
出
会
い

灘
に
お
け
る
酒
造
蔵
の
構
造
や
規
模
に
つ
い
て
、
以
上
の

よ
う
な
調
査
を
進
め
る
過
程
で
、
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
は
非
常
に
興
味
深
い
資
料
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
灘
五
郷
の
主
要
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
菊
正
宗
酒
造
（
株
）

N

本
嘉
納
家
に
伝
わ
る
江
戸

、

時
代
の
千
石
蔵
に
関
す
る
古
文

書
と
設
計
図
面
（
本
嘉
納
家
文
書
、
写
真
参
照
）
で
あ
っ
た
。

ね
づ

り
ち
ょ
う

本
嘉
納
家
文
書
は
、
『
千
石
酒
造
新
建
諸
入
用
直
附
帳
』

と
『
千
石
酒
造
場
諸
道
具
直
附
帳
』
の
下
書
き
二
冊
、
及
び

『
同
直

附
帳
』
か
ら
な
り
、
表
紙
に
天
保
六
未
年
四
月
の

日
付
が
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
表
勘
定
所
よ
り
の
依
頼
を
受
け

て
、
菊
正
宗
の
酒
造
元
で
あ
る
本
嘉
納
家
（
嘉
納
治
郎
右
衛

門
）
を
始
め
と
し
た
御
影
郷
の
酒
造
人
た
ち
か
ら
、
大
阪
の

谷
町
御
役
所
（
添
田
一
郎
次
様
宛
て
）
に
提
出
さ
れ
た
文
書

、
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
酒
造
蔵
の
新
築
に
あ
た
り
必
要
な

資
材
の
規
模
・
数
量
・
価
格
t

、
建
設
に
従
事
す
る
大
工
を

. 
千
石
蔵
の
想
定
復
元

天
保
六
年
の
千
石
蔵

復
元
作
業
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
本
嘉
納
家
文
書
が

提
出
さ
れ
た
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
と
は
、
灘
の
酒
造
り

の
歴
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
時
代
、
で
あ
っ
た
か
を
簡
単
に

述
べ
て
お
こ
う
。

天
保
期
は
、
灘
の
酒
造
業
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
文
化
・

文
政
期
に
続
く
時
代
で
あ
る
。
世
間
で
は
大
塩
平
八
郎
の
乱

（天
保
八
年
）
や
蛮
社
の
獄
（

一
O
年
）
が
起
こ
り
、
老
中
・

キ
拍
1
t
I
Z

五
T
4
倫
中
4

と
比
較
す
る
と
、
天
保
七
年
に
は
ま
だ
九
水
で
あ
り
、
灘
、
酒

の
品
質
的
完
成
の
一
歩
手
前
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
t

も
忘
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

以
上
の
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
、

る
千
石
蔵
の
復
元
を
進
め
た
。

天
保
六
年
の
灘
に
お
け

復
元
の
前
提
条
件

ね
づ
け

本
嘉
納
家
文
書
の
う
ち
、
『
千
石
酒
造
新
建
諸
入
用
直
附

ち
ょ
う帳

』
・
『

千
石
酒
造
場
諸
道
具
直
附
帳
』

の
下
書
き
二
冊
と
、

『
同
直
附
帳
』
と
を
比
較
す
る
と
、
内
容
に
若
干
の
相
違

が
み
ら
れ
る
と
共
に
、
建
設
部
材
に
関
す
る
詳
細
な
名
称
は

下
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
は
復
元
の
基
礎
資

料
を
『

直
附
帳
』
下
書
き
二
冊
と
し
、
『
直
附
帳
』

は
参
考

水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
が
や
が
て
進
行
す
る
が
、
ぞ

う
し
た
騒
然
と
し
た
世
情
と
は
別
に
、
灘
で
は
天
保
期
に
入

る
と
江
戸
積
み
酒
樽
量
の
シ
ェ
ア
が
六
O
%
を
超
え
る
活
況

ぶ
り
で
あ
っ
た
。

ま
た
技
術
面
で
は
、
灘
で
は
す
で
に
水
車
精
米
が
普
及
し
、

大
量
の
仕
込
が
可
能
と
な
っ
て
い
た

。

三
O
石
の
大
桶
が
出

現
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
酒
造
蔵
の
拡
充
が
急
速
に
進
展
し

て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
仕
込
技
術
の
改
良
に
よ
っ

に
留
め
た
（
以
下

、

文
中
の

『
直
附
帳
』
と
は
、
下
書
き
を

意
味
す
る
）
。
ま
た
同
書
に
記
載
さ
れ
た
数
値
に
は
、
で
き

る
だ
け
子
を
加
え
な
い
こ
と
を
基
本
姿
勢
と
し
た

。

設
計
図
面
（
一
・

二
階
之
図
、
屋
根
之
図
）
に
つ
い
て
は
、

徹
密
な
描
写
と
共
に
、
か
な
り
解
釈
を
必
要
と
す
る
部
分
も

混
在
し
て
い
る

。

設
計
図
面
の
作
成
者
が
ど
う
い
う
立
場
の

者
、
で
あ
っ
た
の
か
（
大
工
か
蔵
人
か
、
そ
れ
以
外
の
人
物

か
）
に
よ
っ
て
図
面
の
性
格
も
変
わ
っ
て
く
る。

そ
こ
で
不

明
の
箇
所
に
関
し
て
は
、
『

直
附
帳
』
の
記
述
を
検
討
し
つ

つ
、
建
築
的
に
み
て
も
っ
と
も
妥
当
と
思
わ
れ
る
解
釈
を
試

み
た
。

復
元
の
手
法
と
し
て
は
、
本
嘉
納
家
文
書
の
設
計
図
面
を

も
と
に
、
『
直
附
帳
』
に
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
部
材
と
そ
の

始
め
と
し
た
職
人
の
手
間
賃
、
さ
ら
に
酒
造
蔵
に
必
要
な
道

具
類
の
数
量
・
価
格
に
至
る
ま
で
が
克
明
に
書
き
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
設
計
図
面
と
し
て
、

一
階
、
二
階
平
面
図
と
屋

根
伏
図
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。

大
阪
城
天
守
閣
の
協
力
を
得
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
谷
町

御
役
所
t

は
現
在
の
大
阪
市
中
央
区
谷
町
一
丁
目
に
あ
っ
た

代
官
所
の
こ
と
で
あ
り
、
天
保
七
年
の
記
録
で
は
添
田
一
郎

次
は
代
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
当
時
、
早
く
か
ら

町
立
て
が
行
わ
れ
た
西
宮
郷
は
町
奉
行
所
の
支
配
下
に
あ
っ

た
が
、
ぞ
れ
以
外
の
灘
一
帯
は
在
方
と
し
て
代
官
所
の
管
轄

下
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
御
影
郷
の
本
嘉
納
家
は
、
谷
町
の
代

官
所
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
灘
五
郷
の
千
石
蔵
に
関
す
る
江
戸
期
の
建

設
関
係
資
料
は
、
ほ
と
ん
E

例
が
な
く
、
き
わ
め
て
貴
重
な

も
の
と
い
え
る

o
t

同
時
に
、
こ
の
設
計
図
面
に
描
か
れ
た

千
石
蔵
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
前
述
し
た
重
ね
蔵
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
形
態
を
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
柚
木
学
氏

は
、
近
世
に
お
け
る
理
想
的
な
千
石
蔵
と
し
て
設
計
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
、
L

」
推
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ

れ
は
今
回
、
こ
の
理
想
的
な
千
石
蔵
を
復
元
し
、
灘
の
酒
造

8 

蔵
に
対
す
る
建
築
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。

て
酒
造
期
間
も
短
縮
さ
れ
、
寛
政
期
に
は
一
四
O
日
を
要
し

た
も
の
が
、
こ
の
天
保
期
に
は
一
O
O
日
と
な
り
、
灘
の
寒

造
り
は
そ
の
完
成
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た。

そ
の

一
方
で
、
天
保
六
年
は
、
宮
水
発
見
（
天
保一
一
年
）

の
直
前
に
あ
た
り
、
ま
だ
宮
水
に
よ
る
酒
造
り
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。

ま
た
仕
込
水
の
技
術
に
つ
い
て
も
、
灘
酒
の
技
術

と
み
ず
く
み
み
ず
ぷ
あ
い

的
到
達
点
で
あ
る
十
水
の
汲
水
歩
合
（
蒸
米

一
O
石
に
対
し

て
水
一
O
石
を
使
用
し
、
の
び
の
き
く
酒
を
量
産
す
る
方
法
）

数
量
を
逐
一
当
て
は
め
な
が
ら
検
討
を
加
え
、
模
型
を
組
み

立
て
る
要
領
で
進
め
て
い
っ
た
。
部
材
名
称
と
そ
の
使
用
箇

所
に
関
し
て
は
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
数
多
く

あ
る
。

そ
こ
で
参
考
資
料
と
し
て
、
神
戸
大
学
教
授
・
多
淵

敏
樹
氏
を
中
心
に
神
戸
市
教
育
委
員
会
が
昭
和
五
六
年
に
実

施
し
た
灘
地
区
の
町
並
及
び
建
造
物
の
調
査
報
告
書
『
酒
の

ふ
る
さ
と
・
灘
の
酒
蔵
』

や
、
現
在
菊
正
宗
酒
造
記
念
館
と

し
て
一
部
が
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
本
嘉
納
家
の
本
店
蔵

（
江
戸
期
の
建
築
と
推
察
さ
れ
て
い
る
）
の
図
面
、
さ
ら
に

民
家
関
連
の
各
種
資
料
を
使
用
し
た
。

ま
た
敷
地
及
び
建
造
物
の
基
本
す
法
に
つ
い
て
は
、
復
元

対
象
と
な
っ
た
千
石
蔵
の
建
設
予
定
地
が
灘
の
御
影
郷
と
推

察
さ
れ
る
こ
と
、
『
酒
の
ふ
る
さ
と
・
灘
の
酒
蔵
』
で
調
査



千石蔵の内観

さ
れ
た
同
時
期
の
酒
蔵
t

、
菊
正
宗
本
店
蔵
の
図
面
す
法
を

調
査
す
る
と
、
い
ず
れ
も
一
間
（
心
心
）
が
約
六
尺
五
寸
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
一
間
リ
六
尺
五
寸
の
京
間
寸
法

を
採
用
し
た
。

千
石
蔵
の
全
体
概
要

二階床構造木組

本
嘉
納
家
文
書
の
設
計
図
面
に
基
づ
き
、
千
石
蔵
の
規
模

と
建
物
の
配
置
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

全
体
敷
地
は
、
東
西

一
六
問
、
南
北
一
九
間
半
で
、
総
坪

数
は
コ
二
二
坪
で
あ
る

。

し

こ

み
寸
ら

建
物
の
配
置
は
、
北
側
に
仕
込
蔵
（
仕
込
及
び
貯
蔵
を

か
ま
や
あ
ら
い

行
う
）
を
置
き
、
西
側
に
釜
屋

（
蒸
米
作
業
）
、
洗

ぱ

む
ろ
う
す
な

や

場
（
洗
米
）
、
室
（
麹
仕
込
）
、
臼
納
屋
（
精
米
）
を

ふ
な

ば

並
べ
、
東
側
に
は
船
場
（
醸
絞
り
）
、
白
米
蔵
が

置
か
れ
て
い
る
。
南
側
に
は
玄
米
蔵
、
勘

定
場
、
薪
置
場
が
あ
り
、
中
央
部
は
広
々

ど
う

σ

ほ
し
ぱ

と
し
た
道
具
干
場
と
な
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
休
憩
所
、
風
呂
場
（
五
右
衛
10 

画／TEM研究所

－
h、
J

せ
っ
ち
ん

－
N
い
＼
門
風呂
）
、雪
隠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
0

・
一
、
ま
た『
直
附
帳
』
に
よ
れ
ば
井
戸
が
あ
っ

h
N－
た
こ
と
に
な
る
が
、
設
計
図
面
に
は
見
当

同
え
た
ら

な
い
。

そ
こ
で
道
具
干
場
の
ど
こ
か
に

判
、
捺
ね
釣
瓶
式
の
井
戸
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
、
使

h
k
ぃ
勝
子
の
上
か
ら

も
っ
と
も
便
利
と
思
わ
れ
る
場

＼
所
を
復
元
し
た
平
面
図
に
示
し
た。

に
な
お
臼
納
屋
は
、
足
踏
み
式
の
臼
に
よ
り
精
米
を
行
う

司
場
所
で
あ
る。
天
保
六
年
の
灘
で
は
す
で
に
水
車
精
米
が

進
展
し
て
は
い
た
が
、
ま
だ
過
渡
期

、

で
も
あ
り
、
千
石
蔵

の
標
準
施
設
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
と
同

時
に
臼
納
屋
は
、
災
害
な
ど
で
水
車
が
被

害
を

受
け
た
際
の

備
え
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う

。

11 

次
に
建
物
全
体
の
構
成
を
み
る
と
、
各
作
業
場
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
中
央
の
道
具
干
場
に
面
し
た
出
入
り
口
が
あ
る
が
、

外
部
か
ら

の
出
入
り
口
は
勘
定
場
の
横
一
か
所
の
み
と
な
っ

て
い
る

。

つ
ま
り

完
全
な
口
の
字
型
の
平
面
構
成
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
、
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

酒
造
り
作
業
の
中
心
と
な
る
仕
込
蔵
は
、
梁
行
六
問
、
桁

行
一
六
聞
の
総
二
階
建
。

仕
込
蔵
と
し
て
は
、
灘
で
は
標
準

的
な
規
模
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
古
文
書
設
計
図
面
の
二
階
平

面
図
に
よ
れ
ば
、
釜
屋
、
洗
場
、
室
、
臼
納
屋
と
、
船
場
の
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一
部
に
も
二
階
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
各
作
業
場
の
建
坪
は
、
仕
込
蔵
（
九
六
坪
）
、
船
場

（
二
二
・
五
坪
）
、
釜
屋
（一
二
坪
）
、
洗
場
（
一
O
坪
）
、

室
（
一
二
坪
）
、
臼
納
屋
（
一
二
ハ
坪
）
、
白
米
蔵
（
一
八
坪
）
、

玄
米
蔵
（
九
坪
）
、
勘
定
場
（
四
坪
）
、
道
具
干
場
（
八
一
・

五
坪
）
と
な
っ
て
い
る
。

建
物
の
復
元

（
仕
込
蔵
を
中
心
に
）

本
嘉
納
家
文
書
に
み
ら
れ
る
建
築
部
材
の
記
述
は
、
か
な

り
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
。
例
え
ば
中
心
と
な
る
仕
込
蔵
に

つ
い
て
、
そ
の
主
要
部
材
に
関
す
る
記
述
の
一
部
を
紹
介
す

る
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

八
拾
五
本
長
サ
三
間
末
口
四
寸
五
分

壱
本
ニ
付
六
匁
五
分
替

四
本
長
サ
四
間
半
末
口
六
す

壱
本
に
付
弐
拾
匁
替

八
拾
五
丁

杉

建
中主

キ省

両
妻
中
柱

幅
五
寸

厚
サ
壱
寸

一
分

杉
貫

二
階
よ
り
下

三
通
り
宛

長
サ
弐
間

壱
丁
に
付

壱
匁
弐
分
替

松

拾
四
本

長
サ
弐
問

九
す
角

中
大
黒

弐
拾
四
匁
三
分
替

長
サ
弐
間
尺
四
角

壱
本
に
付
六
拾
目
替

壱
本
に
付

二
階
持

同

拾
六
本

（
こ
れ
ら
を
整
理
し
た
も
の
が

日
頁
の
一
覧
表
で
あ

る
）
。柱

材
や
梁
材
か
ら
屋
根
材
、
壁
材
や
土
間
の
材
料
に
至
る

ま
で
、
す
べ
て
に
わ
た
り
こ
う
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
部
材
の
使
用
箇
所
、
す
法
、
数
量
な
ど
を
検
討
し
つ

つ
、
古
文
書
の
設
計
図
面
に
当
て
は
め
て
い
く
復
元
作
業
は
、

地
味
で
は
あ
っ
た
が
、
江
戸
期
の
未
知
の
空
間
が
少
し
ず
つ

立
ち
上
が
る
興
味
深
い
一
瞬
の
連
続
、
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
す
べ
て
を
詳
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
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こ
こ
で

は
建
物
全
体
に
関
す
る
想
定
、
及
、
ぴ
仕
込
蔵
に
関
す
る
主
要

そ
の
寸
法
と
本
数
は
中
大
黒
と
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と

一、

二
階
と
も
同
じ
位
置
に
中
柱
が
通
っ
て
い
た

。

か
ら

、

〈
小
屋
組
・

梁
組
〉

小
屋
組
に
つ
い
て
は
、
土
蔵
建
築
に
特
徴
的
な
登
り
梁
形

式
の
架
構
が
み
ら
れ
る
。
『

直
附
帳
』

に
「
峯
合
掌
」
と
あ

る
梁
材
が
登
り
梁
に
当

た
り
、
そ
の
本
数
か
ら
判
断
し
て
、

二
階
大
黒
と
同
じ
位
置
に
二
間
ご
と
に

設
置
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
小
屋
組
は
、
『
酒
の
ふ
る
さ
と

・

灘
の
酒

蔵
』

に
お
い
て
調
査
さ
れ
た
江
戸
期
の
酒
造
蔵
に
も
み
ら

れ

る
も
の
で
、
そ
れ
ら

も
参
考
と
し

つ
つ
、
二
階
大
黒
の
上
に

「
は
り
牛
」
を
置
き
、
そ
の
上
に
両
側
か
ら

合
掌
梁
を
掛
け
、

「
棟
梁
」
を
掛
り渡
す
形
式
t

し
た
。

き
ら

に

東西断面図船場

箇
所
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

①
建
物
の
高
き

外
壁
部
の
高
さ
は
、
仕
込
蔵
の
建
柱
の
長
さ
が
三
聞
と
あ

り
、
そ
の
他
の
作
業
場
で
は
大
側
柱
の
長
さ
が
二
聞
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た

。

棟
高
に
つ
い
て

は
、
外
壁
の
高
さ
と
後
述
す
る
屋
根
勾
配
と
か
ら
算
出
し
た。

従
っ
て
梁
行
方
向
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
棟
高
が
決
定
さ
れ
る

。

②
屋
根
勾
配
と
形
状

菊
正
宗
本
店
蔵
の
屋
根
勾
配
を
調
べ
る
と
五
寸
五
分
で
あ

り
、
ま
た

『
酒
の
ふ
る
さ
と
・
灘
の
酒
蔵
』
に
お
り
る
多
淵

教
授
ら
の
調
査
で
は
、
灘
に
現
存
す
る
は
ぽ
同
時
期
の
酒
造

蔵
の
屋
根
勾
配
は
五
寸
五
分
か
ら
五
寸
八
分
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
判
断
し
て
、
当
時
の
千
石
蔵
の
屋
根
勾
配
と
し

て
は
、
五
寸
五
分
か
ら
六
寸
程
度
が
妥当
と
思
わ
れ
る

。

さ
ら
に

『
直
附
帳
』
の
記
述
で
は
、
仕
込
蔵
の
合
掌
梁

（
峯
合
掌
）
の
長
さ
が
二
間
半
（
梁
行
二
聞
に
相
当
す
る
）

と
あ
り
、
ま
た
瓦
一
三
四
坪
と
あ
る

。

こ
れ
ら
の
数
値
を
比

較
検
討
し
、
今
回
の
復
元
で
は
屋
根
勾
配
を
五
寸
五
分
と
想

定
し
た
。
こ
の
場
合
、
両
妻
中
柱
の
高
き
は
四
聞
と
な
り
、

『
直附
帳
』
に
記
述
さ
れ
た
す
法
（
四
間
半
）
で
ま
か
な
え

る
こ
’
と
に
な
る

。

屋
根
形
状
に
つ
い
て
は
、
古
文
書
設
計
図
面
の
仕
込
蔵
部

分
に
「
ア
ツ
マ
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
形
状
が
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
半
切
妻
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
半
切
妻

の
屋
根
は
、
現
存
す
る
灘
の
酒
造
蔵
に
も
み
る
こ
と
が、

で
き
る
。

仕
込
蔵
以
外
の
屋
根
に
つ
い
て
も
古
文
書
設
計
図
面
を
参

考
と
し
た
が
、
棟
と
棟
の
接
す
る
部
分
で
の
屋
根
の
納
ま
り

に
つ
い
て
は
、
屋
根
伏
図
の
描
写
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
点

も
あ
り

、
も

っ
と
も
自
然
と
思
わ
れ
る
屋
根
形
状
を
採
用
し
た

。

③
仕
込
蔵
の
概
要

千
石
蔵
の
中
心
t

な
る
仕
込
蔵
の
規
模
は
、
既
述
し
た
よ

う
に
梁
行
六
問
、
桁
行
二
ハ
聞
の
総
二
階
建
で
あ
る
。

一
階
は
、
配
仕
込
や
穆
仕
込
作
業
と
、
出
来
上
が
った
清

酒
の
貯
蔵
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
一
二O
石
も
の

『
直
附
帳
』

に
は
、
中
柱
通
り

二
階
大
黒
の
桁
行
方
向
を

結
ぶ
つ
な
ぎ
梁
、
梁
行
万
向
を
つ
な
「
小
屋
梁
の
名
称
が
見

し
か
し
、
寸
法
的
に
も
数
量
的
に
も
、
は
り

当
た
ら

な
い

。

牛
及
び
棟
梁
が
そ
れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ
し
い
部
材
で
あ
る
と
考
え
、

峯
合
掌
と
合
わ
せ
て
小
屋
組
を
形
成
し
た

。

一方
、
『
直
附
帳
』

に
は
、
「
桁」
と
し
て
九
六
本
が
計
上

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
文
字
通
り
桁
材
に
使
用
し
て
中
柱
通

り

t

側
柱
通
り
に
掛
け
渡
す
と

、

「

二
階
よ
り
上
の
縁
軒

桁
廻
り
」
と
記
さ
れ
た
部
材
に
余
り
が
生
じ
る

。

ま
た
丸
材

で
あ
る
点
も
考
慮
し
、
こ
こ

れ

で
は
桁
と
あ
る
部
材
は
母
屋
と

考
え
る
t

数
量
的
に
も

一
致
す
る
。

な
お
「

二
階
よ
り
上
の

縁

軒
桁
廻
り
」
と
あ
る
部
材
は
、

二
階
よ
り
上
部
に
お
い

大
空
聞
を
構
成

大
桶
を

e

す
ら
り
と
並
ペ
る
こ
と
の
で
き
る
、

き
も
と

し
て
い
る
。
ま
た
二
階
は
、
生
配
造
り
と
い
っ
て
小
型
の
半

切
桶
に
入
れ
た
酒
母
を
寝
か
せ
た
り

撹
枠
す
る
た
め
作
業

が
行
わ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
出
入
り
口
の
脇
に
あ
る
階
段
を

通
っ
て

配
を
入
れ
た
桶
を
担
い
だ
蔵
人
が
忙
し
く
行
き
来

し
た
光
景
が
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

仕
込
蔵
に
つ
い
て
は

『
直
附
帳
』
に
記
述
さ
れ
た
各
部

材
に
関
し
て

次
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
た
（
部
材
名
に
つ

い
て
は
一
覧
表
を
参
照
）
。

〈

基
礎
〉

仕
込
蔵
の
基
礎
部
分
の
石
材
に
は
、
「
地
形
石
、
延
青
石
、

履
石
、
蓋
石
」
の
名
称
が
み
ら
れ
る
。
地
形
石
と
延
石
は
、

共
に
間
数
回
四
聞
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
仕
込
蔵
の

外
壁
の
長
さ
と
一
致
す
る
。
三
段
組
の
地
形
石
に
、
土
台
と

し
て
延
石
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
た

。

ま
た
履
石
、

蓋
石
は
、
そ
の
数
量
が
中
大
黒
（
一
四
本
）
、
妻
中
柱
（
四

本
）
、
船
場
と
の
境
柱
（
二
本
）
の
合
計
と
一
致
す
る
の
で

独
立
基
礎
と
解
釈
し
た。

〈

柱
〉

基
本
的
な
柱
材
と
し
て
は
「
建
柱
」
（
杉
・
長
さ
三
間
）
、

「
両
妻
中
柱
」
（
槍
・
四
・
五
間
）
、
「
中
大
黒
」
（
松
・
二
間
）
、

「
二
階
大
黒
」
（
松
・二
関
）
が
あ
る。

こ
の
う
ち
前
者
三
種
類

の
柱
材
の
長
さ
か
ら
推
定
す
る
と
、
建
物
は
階
高
二
問
、
軒

高
三
問
、
棟
高
四
・
五
間
以
内
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
建

柱
は
す
べ
て
通
し
柱
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
が
、

妻
側
で
は
長
き
が
足
り
な
い
の
で
部
材
を
つ
な
げ
て
使
用
し

た
も
の
と
し
た

。
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中
大
黒
一
四
本
に
つ
い
て
は
、
設
計
図
面
の
一
階
平
面
図

に
二
列
の
中
柱
通
り
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
本
数
も
合
致

す
る
。
し
か
し
建
柱
に
つ
い
て
は
、
船
場
や
釜
屋
な
ど
と
一

部
重
複
し
て
数
え
て
い
る
と
思
わ
れ
、
仕
込
蔵
だ
け
で
は
判

断
で
き
な
い
。
建
柱
に
関
し
て
は
、
ほ
か
の
作
業
場
に
お
い

て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

ま
た

二
階
に
は
、

二
階
大
黒
と
記
さ
れ
た
柱
が
あ
る
が
、

て
貫
の
よ
う
な
部
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
た

。

〈

床
〉

酒造蔵 （仕込蔵） 南北断面図

一
階
の
床
は
、
現
在
残
っ
て
い
る
江
戸
期
の
仕
込
蔵
で
は

土
聞
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

『
直
附
帳
』
に
も

「
庭
塗
土
L

の
名
称
が
あ
る
こ
と
か
ら

、

土
問
形
式
と
し
た
。

水
を
大
量

に
使
用
す
る
都
合
上

、

当
然
、
で
あ
ろ
う。

但
し
そ
の
数
量
は
、

九
六
坪
の
建
坪
に
対
し
て
一

一
四
坪
が
計
上
さ
れ
て
い
る。

二
階
は
、
「

二
階
板
」
と
し
て

一
三
O
坪
分
が
計
上
さ
れ

て
お
り
、
板
敷
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
が
、
建
坪
九
六
坪

に
対
し
て
や
は
り
数
量
が
多
い

。

ま
た

二
階
の
床
の
は
ぼ
中

あ
み
だ
守
る
ま

央
付
近
に
は
、
阿
弥
陀
車
を

利
用
し
て
大
桶
を
昇
降
す
る

た
め
、
床
板
を
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
る
箇
所
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る

。

設
計
図
面
に
は
指
示
が
な
か
っ
た
が
、
復
元
図

面
に
は
そ
の
位
置
を
想
定
し
て
示
し
た

。

仕
込
蔵
以
外
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
土
聞
と
し
た。

但
し
、
洗
場
に
関
し
て
は
、
『
直
附
帳
』

（
注
・
下
書
き
で
は

な
く
本
編
）
に
「
洗
場
石
」

が
見
積
も
ら
れ
て
お
り
、
石
が

敷
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
類
似
例
を
参
考
に
復

元
図
面
中
に
表
現
し
た

。

ま
た
、
室
は
麹
を
仕
込
む
た
め
厚

い
壁
や
床
を
持
つ
特
殊
な
空
間
で
あ
り
、
室
道
具
の
中
に
柱

や
床
材
が
含
ま
れ
て
い
る

。

し
か
し
具
体
的
な
形
態
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
勘
定
場
及
び
休
息
場
は
、
『
直
附

帳
』

に
は
床
材
の
仕
様
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
居
室
の

性
格
上
、
板
敷
で
あ
っ
た
も
の
t

判
断
し
た

。

〈
宮
町
叫
〉
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『
直
附
帳
』

に
よ
れ
ば
、
仕
込
蔵
に
は
内
窓
こ
か
所
、
外

側
窓
二
三
か
所
が
あ
っ
た

。

内
窓
と
は
、
道
具
干
場
に
面
し

た
二
階
の
窓
で
あ
ろ
う
。
外
側
窓
に
つ
い
て
は
、
北
側
の
一
、

二
階
に
各
五
か
所
、
両
妻
側
に
五
か
所
ず
つあ
っ
た
も
の
と

想
定
し
た
（
窓
数
が
二
三
か
所
に
満
た
な
い
が
、
設
計
図
面

に
従
う
と
こ
の
位
置
と
な
る。

ま
た
酒
造
蔵
全
体
の
窓
数
は

合
致
す
る
の
で
、
設
計
図
面
を
優
先
し
た
）
。

こ
れ
ら
の
窓
は
、
酒
造
り
の
発
酵
過
程
で
微
妙
な
温
度
調

節
を
す
る
た
め
の
重
要
な
開
口
部
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
り
に
、



清酒仕込工程図

吋M
J

，f
怖
、

設
計
図
面
、
て
は
窓
の
位
置
が
規
則
正
し
く
並
ん
で
い
る
が
、

実
際
の
酒
造
蔵
に
は
か
な
り
不
規
則
な
位
置
に
窓
を
開
け
て

い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
お
そ
ら
く
蔵
を
預
か
る
杜
氏
の
裁

量
、
て、
窓
の
位
置
は
比
較
的
自
由
に
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

ま
た
外
側
窓
は
、
銅
網
付
き
で
、
鉄
筋
金
の
入
っ
た

頑
丈
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
管
理
の
厳
し
さ
が
連
想
さ
れ
る
。

〈

外
壁
〉

外
壁
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
は
、
部
材
と
し
て
「
大
側
腰
板
」

の
名
称
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
腰
部
板
張
り
・
上
部
漆
喰

塗
り
t

し
た
。
そ
の
際

、
腰
板
の
高
さ
が
問
題
t

な
る
が

、

仕
込
蔵
は
類
似
例
を
参
考
t

し
、
ま
た
数
量
的
に
も
余
裕
が

あ
る
こ
と
か
ら
復
元
図
に
示
し
た
よ
う
な
姿
を
想
定
し
た
。

各
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
船
場
で
の
数
量
を
基
準
と
し
て
高

さ
半
聞
と
し
た
。

〈
そ
の
他
〉

『
直附
帳
』
の
設
計
図
面
に
は
、

二
階
平
面
図
が
あ
る

。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
仕
込
蔵
の
み
な
ら
ず
釜
場
、
洗
場
、
室
、

臼
納
屋
と
船
場
の
一
部
に
も
二
階
が
存
在
し
た
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
を
仕
込
蔵
の
二
階
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
す
る

と
、
各
作
業
場
の
側
柱
の
高
き
が
二
問
し
か
な
い
た
め
、
二

階
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
窓
を
と
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
。
実

際
の
酒
造
蔵
で
は
、
作
業
場
に
よ
り
二
階
床
の
レ
ベ
ル
に
差

が
あ
る
場
A
nも
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
作
業
場
の

二
階
床
は

仕
込
蔵
よ
り
低
い
と
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
但
し
、

で
き
る
の
は
、
相
当
な
資
産
家
に
限
ら
れ
て
お
り
、
柚
木
氏

に
よ
れ
ば
一
九
世
紀
初
頭
。
て
、
こ
れ
ら
設
備
資
金
と
し
て
銀

一
O
O
貫
白
、
ま
た
千
石
造
り
に
は
酒
米
・
酒
樽
・
蔵
人
の

賃
金
な
ど
の
流
動
資
本
と
し
て
や
は
り
銀
一
O
O
貫
日
程
度

を
必
要
と
し
た
。
銀
一
O
O
貫
目
は
、
現
代
の
米
価
で
換
算

す
る
と
約
六
、
八
O
O
万
円
に
相
当
す
る
。
し
か
も
冬
季
の

一
時
期
に
多
額
の
資
金
を
確
保
す
る
と
同
時
に
、
投
下
資
本

の
同
収
に
約
一
年
を
要
す
る
こ
と
、
米
相
場
の
変
動
の
影
響

な
E

を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
経
営
規
模
を
建
設
費
だ
け
か
ら

推
し
測
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
さ
ら
に
本
嘉
納
家
な
ど

の
有
力
な
酒
造
家
で
は
、
複
数
の
千
石
蔵
を
有
し
て
お
り

（
菊
正
宗
の
嘉
納
治
郎
有
衛
門
は
文
政
末
年
に
は
八
蔵
を
稼

動
し
、
造
石
高
一
万
石
を
超
え
て
い
た
）
、
当
時
の
産
業
の

。
。
口
0

7
③
 

出土坦
・
⑮

工程進行

園田園・ 主流

作
業
場
二
階
の
用
途
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

理
想
の
千
石
蔵
と
は
何
か

こ
う
し
て
復
元
作
業
を
進
め
な
が
ら

わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
チ
l

ム
は
あ
る

一
つ
の
テ
ー
マ
を
追
求
し
て
き
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
千
石
蔵
が
近
世
に
お
け
る
理
想
的
な
酒
造
蔵

と
い
わ
れ
る
理
由
を
、
建
築
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

タ
タ
淵
敏
樹
氏
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
灘
の
酒
造
蔵
の
配
置

形
式
に
は
、
①
大
蔵
（
仕
込
蔵
）
と
前
蔵
を
棟
方
向
を一
致

さ
せ
て

一
列
に
並
べ
る
配
置
、
②
大
蔵
と
前
蔵
が
昭
折
り

（
鈎
型
）
に
つ
な
が
る
配
置
、
③
大
蔵
と
前
蔵
が
南
北
に
並

立
す
る
配
置
（
い
わ
ゆ
る
重
ね
蔵
形
式
）
の
三
種
類
が
み
ら

れ
る
と
い
う
。

今
回
復
元
し
た
千
石
蔵
は
、

な
い
が
、
時
代
的
に
み
る
と
、
②
の
大
蔵
と
前
蔵
を
矩
折
り

に
つ
な
げ
る
配
置
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
み
る

こ

と
も
で
き
る
。
柚
木
学
氏
に
よ
れ
ば
、
仕
込
蔵
と
そ
の
ほ
か

の
作
業
場
の
分
化
が
進
み
、
千
石
造
与
の
規
模
の
酒
造
蔵
が

灘
三
郷
全
域
に
広
が
る
の
は
文

化
・
文
政
期
で
あ
っ
た
と
い

う
。
と
す
れ
ば

、
そ
れ
に

続
く
天
保
期
の
千
石
蔵
と
し
て
は
、

六
甲
嵐
の
冷
気
を
必
要
と
す
る
仕
込
蔵
と、
そ

の
ほ
か
の
作

業
場
t

の
分
離
を
一
層
推
し
進
め
、
同
時
に
酒
造
り
作
業
の

工
程
上
の
合
間
化
を
兼
ね
た
形
式
と
し
て

、

理
想
蔵
が
考
え

」
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
属
さ

中
で
も
、
と
り
わ
け
莫
大
な
費
用
を
要
し
た
事
業
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い

。

作
業
を
終
え
て

阪神聞といえば、異人館や山の手の高級住宅地に代表される異国情緒あふれる酒落たイメージがある。そういった趣ある洋風住宅地の景観と共に、阪神地域を特徴づけているのが灘五郷の酒造蔵群である。近代的な酒造工場の立ち並ぶ中、今も残る古い酒造蔵のいくつかを訪ね歩いた夏の日から、今回の復元作業は始まった。酒造蔵は工場建築であるため、実用的な建築物であるという印象が強い。しかし、簡素ではあるが、

構造部名 素材 数量 言宇 帝国 単価（匁） 小計（匁）

地形石 石 T 192本T長さ 44問・高~ 3 尺 ・ 土中 2 尺・ l 本） I .4 I I, I 08.8 

3 重・石数＝ 18個／問

延石 青石 44問 高さ 8 寸 ・ 幅 7 寸 ・ 長さ｜問 l 問） 5.9 259.6 

履石・蓑石 延石 20幸且 ｜尺 l 寸角 ｜組） 12. 5 250. 0 

建柱 キZ 85本 長さ 3 問・末口 4 寸 5 介 ｜本） 6.5 552. 5 

両妻中柱 4曾 4 本 長さ 4 間半・末口 6 分 ｜本） 20. 0 80. 0 

二階よりで三通り宛 杉貫 85丁 幅 5 寸 ・厚さ｜ 寸｜介 ・長さ 2 問 ｜了） I .2 I 02. 0 

中大黒 松 14本 長さ 2 間・ 9 寸角 l 本） 24 .3 340.2 

二階持 松 16本 長さ 2 問・｜尺 4 角 l 本） 60.0 960.0 

二階ささら 松 94本 長さ 2 問・｜尺角 ｜：本） 30.0 2' 820. 0 

二階板 長さ｜間・幅尺｜寸・厚さ｜寸｜介 | 士平） 10.0 1,300. 0 

合掌 松 14本 長さ 2 間半・尺｜角 l 本） 45. 0 630.0 

棟梁 松 7 本 長さ 2 問・尺 2 角 ｜本） 43. 0 30 I .0 

桁 ヰ芸 96本 長さ 2 間・末口 7 寸 5 介 ｜；本） 8. 0 768. 0 

はり牛 松 16本 長さ 2 間・ 9 寸角 ｜本） 24 .3 388.8 

二階大黒 松 14本 長さ 2 問. 9 寸角 l 本） 24. 3 340. 2 

二軒桁階廻より上の縁 杉 60本 長さ 2 間・末ロ 4 寸 5 分 1 本） 3. 0 180.0 

垂木 本芸 135本 長さ 3 問・末口 2 寸 5 分 ｜本） 3.3 445. 5 

土手T 松 230丁 長さ 2 問・幅 2 寸・ J享~ 7 分 ｜丁） 0. 5 115. 0 

瓦下板 杉板 150士平 長さ｜問・厚さ 5 介・幅尺｜寸 ｜坪） 4. 6 690. 0 

大側腰板 杉＊＇~ 130士平 長さ｜問・厚さ 5 分・幅尺｜寸 | 土平） 4. 6 598. 0 

中屋くら本葺 瓦 134±平 | 士平） 28.0 3, 752.0 

大小豆均総仕上げまで 釘 96士平 | 士平） 12.0 I, 152.0 

壁 竹 96士平 九竹割竹平均 | 士平） 3.35 321 .6 

漆喰壁 石灰 96士平 | 土平） 5. 9 566. 4 

漆喰壁 芋さす 96±干 ｜坪） I .5 144. 0 

漆喰壁 ふ、σ3 り 96士平 ｜坪） 1.0 96.0 

大蔵内窓 2 戸｜枚・障子｜枚・問ひさし ｜ツ） 30.0 60.0 

外側窓 23 窓幅 2 尺 8 寸・竪 3 尺・銅網付・ ｜式） 60.0 1,380.0 

鉄筋金 4 本（戸・障子・問ひさし）

大蔵入口 松 2 本 長さ l 丈・幅 5 寸・厚 3 寸 1 式） 60.0 120. 0 

2 本 長さ 2 間半・幅 6 寸・厚 4 寸

大蔵資戸 I 枚 幅 7 尺・高さ 8 尺・幅 3尺半戸 ｜式） 90.0 90.0 

付き（竪子檎縁）

大屋根 土 545駄 ｜坪に付き 4駄宛（｜駄 4 貫目） ｜駄） 0.8 436.0 

大倶lj壁 土 785~主 ｜坪につき 5 駄宛（｜駄 4 貫目） I~太） 0.8 628. 0 

庭塗 土 570駄 ｜坪につき 5駄宛（｜駄 4貫目 ） l 駄） 0.8 456.0 

足場縄・壁下縄 縄 96士平 | 士平） 2. 65 254.4 

壁 土交藁 56士平 8640把 l 坪） 0. 9 50.4 
ー邑唱・ー・ーーーー－ーーーーーーーー・ーー

建て前より総仕上げ （ ｜坪に20工）
ーーーーーーーーーーーーーー 官－－ーーーーーー－－－ －－

大工 1220エ l 人） 3.4 4, 148.0 

左官 399人 建て前より総仕上げ（｜ 坪に4 . 15人） l 人） 3.4 1,356.6 

石工 203人 建て前より総仕上げれ 坪に2 .65人） l 人） 4. 5 913. 5 

手伝人足 834人 建て前より総仕上げ （｜坪に8.8人） ｜人） 3.0 2' 502. 0 

小計 30' 656. 5 

酒造蔵・建設資材表（梁間 6 聞・桁行16間）

噌ー一一 支流

ら
れ
た
と
も
推
察
で
き
る
。

ま
た
、

口
の
字
型
に
閉
じ
た
蔵
の
配
置
の
利
点
を
検
討
し

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
含
め
た
管
理
面
か
ら
の
意
味
も

あ
る
も
の
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、
生
産
管
理
・
人
事
管
理
・

物
資
管
理
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
も
っ
と
も
管
理
の
容
易
な

形
態
で
あ
る
。
外
部
と
の
出
入
り
口
が
勘
定
場
の
脇
一
か
所

し
か
な
い
こ
と
は
、
そ
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
本
嘉
納
家
文
書
を
、
幕
府
の
依
頼
を
受
け

て
酒
造
蔵
の
モ
デ
ル
案
を
提
出
し
た
も
の
と
考
え
る
と
、
工

程
と
管
理
の
両
面
か
ら
も
っ
と
も
理
想
的
な
千
石
蔵
の
建
設

を
目
標
・
と
し
た
は
ず
で
あ
る。

し
か
し
、
こ
の
理
想
の
千
石

蔵
が
、
実
際
に
建
設
さ
れ
た
か
否
か
は
、
今
回
は
残
念
な
が

ら
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

た
結
果
、

見
積
り
（
工
費
）

今
回
の
復
元
の
基
礎
資
料
と
し
た
『
直
附
帳
』
に
は
、
部

材
ご
と
の
単
価
、
職
人
の
手
間
賃
、
道
具
類
の
価
格
な
ど
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
復
元
作
業
の
最
後
と
し
て
、
天

保
期
・
千
石
蔵
の
建
設
費
と
道
具
類
に
要
す
る
費
用
と
を
現

代
の
価
格
に
換
算
し
て
み
た
。

換
算
の
基
準
に
は
米
価
を
用

い
た
が
、
江
戸
期
（
天
保
）
の
米
価
は

一
石
当
た
り
銀
八
O

匁
に
相
当
し
た
も
の
と
し
、
ま
た
現
代
の
米
価
は
標
準
価
格

米
で
、

一
キ
ロ

当
た
り

三
六
二
円
と
し
て
計
算
し
た
。
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そ
の
結
果
、

建
設
費

約
五
、
四
二
七
万
円

・

道
具
類
約
二

、

三
七
五
万
円

（
詳
細
は
別
表
参
照
）

と
な
っ
た
。

建
設
費
は
坪
単
価
、
で
は
約
一
一
万
円
と
な
り
、

現
代
と
比
較
す
る
と
五
分
の
一l

一
O
分
の
一
に
相
当
す
る
。

こ
れ
は

当
時
の
木
材
価
格
や
人
件
費
が
、
現
代
と
は
比
較
で

き
な
い
ほ
ど
安
か
っ
た
こ
t

に
由
来
す
る
。
参
考
ま
で
に
、

大
工
労
務
費
を
比
較
す
る
t

、
天
保
期
は
二

、

三
二
二
円
、

現
在
は
約

一
七
、
0
0
0

円
と
な
る

。

な
お
、
江
戸
期
に
酒
造
蔵
・
酒
造
道
具
・
酒
造
株
を
購
入

そ
の
デ
、
ザ
イ
ン
・
構
造
が
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
力
強

い

空
間
構
成
は
壮
観
で
あ

っ
た
。
今
回
の
復
元
を
通
し
て
、

灘
の
酒
造
蔵
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
表
現
で
き
れ
ば
と
思
い
つ
つ

作
業
を
進
め
た
。
読
者
の
方
々
が
、
壮
大
な
規
模
の
千
石
蔵

の
中
で
生
き
生
き
と

働
く
蔵
人
た
ち
の
、
熱
気
あ
ふ
れ
る
姿

を
想
像
で
き
る
手
助
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
最
後
に
な
っ
た
が
、
今
回
の
復
元
に
あ
た
り
ご
監
修

を
戴
い
た
関
西
学
院
大
学
教
授
・
柚
木
学
氏
、
建
築
面
で
ご

助
言
を
戴
い
た
神
戸
大
学
教
授
・
多
淵
敏
樹
氏
、
並
び
に
大

阪
城
天
守
閣
学
芸
員
室
に
御
礼
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
貴
重

な
資
料
を
提
供
し
て
戴
い
た
菊
正
宗
酒
造
（
株
）
の
ご
厚
意
に

改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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千石蔵・建設費内訳
｜．酒造蔵（仕込蔵） 30,656.5 （匁） 20, 846, 420. 0 （円）

2. 船場 3, 740.075 2, 543' 251 . 0 

3. 白米蔵 5,239. 9 3' 563' 132. 0 

4. 薪置場・勘定場 3,389.2 2' 304' 656. 。

5. 玄米蔵 2, 798.49 I , 902, 973. 2 

6 . 臼家 5, 739.3 3,902, 724.0 

7. 室鞘 18, 445. 65 12,543,042.0 

8. 洗場 3,369. 7 2, 291 '396. 0 

9. 釜屋 4, 502. 12 3,061,441.6 

10. 卸家 732. I 497' 828. 0 

II. （道具干場）大蔵卸 639. 15 434' 622. 0 

12. 休息場 143. I 97 ,308.0 

13. （記載不明） 417. 6 283, 968. 0 

79, 812. 885 （匁） 54,272, 761.8 （円）

千石蔵・道具代内訳

仕込蔵

室・道具

；先場・釜屋廻り

船場廻り

（円）

（円）

17' 188' 496 

362' 780 

1,553,460 

4' 647' 188 

23' 751'924 

（匁）

（匁）

25,277.2 

533. 5 

2' 284. 5 

6,834. I 

34,929.3 

. 
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