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中
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柳
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-

柳

酒
屋
を
中

心

に
ー

澤

田

く
み
子

は

じ

め

に

(中

世

に
お

け

る

酒

造

業

の

発

達

経

緯

と

柳

酒

の

研

究

史

)

室
町
期
に
は
、
生
産
者
自
体
が
利
潤
を
対
象
と
す
る
商
品
生
産
と
し
て
、
営
業
の

一
般
化
が
顕
著
と
な

っ
て

い
く
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ

る
酒
屋
の
酒
で
あ
る
。

こ
の
酒
屋
の
酒
で
あ
る

「柳
酒
」
と
は
、
室
町
時
代

か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
、
京
都
を
代
表
す
る
美
酒
で
あ
り
、
都

の
公
家

・
武

十

.
寺
社
な
ど
の
支
配
階
級
の
間
で
、
贈
答
品
と
し
て
多
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
四
世
紀
半
ば
に

は
、
大
和
僧
坊

の
酒

(南

都

諸
白
)
、
天
野
酒
と
並
ん
で
、
天
下
の
銘
酒
と
謡
わ
れ
た
酒
で
あ
る
。

「柳
酒
」

「柳
酒
屋
」
に

つ
い
て
は
、
小
野
晃
嗣
氏
、
河
内
将
芳
氏
な
ど
の
研
究
者
が
お
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
柳
酒
屋
11
五
条
坊
門
西
洞
院
南
西
頬
"
中
興
と
い
う
過
程
を
考
え
て
い
き
た

い
。
ま
た
、
柳
酒
屋

と
幕
府

・
寺
院
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。
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本
論

中
興
家
と
柳
酒
屋
に

つ
い
て

一
、
『蔭
涼
軒
日
録
』
延
徳
四
年

の
事
件
に
つ
い
て

先
行
研
究
に
よ
り
、
柳
酒
屋
は
、
中
興
を
名
字
と
す
る

一
族
と
深

い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
て
い
る
。
か

つ
て
小
野
氏
が
、
柳
酒

屋

"
中
興
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
ら
れ
て
以
来
、
そ
の
考
え
が
指
示
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
れ

の
も
と
に
な
る
史
料
が
す
べ
て
、
文
明

十
年
以
降

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
柳
酒
屋
目
中
興
と
言
え
る
の
は
、
文
明
十
年
以
降
に
限
定
す
る
べ
き
で
あ

る
。

文
明
十
年
以
降
、
柳
酒
屋
11
中
興
で
あ
る
の
に
、
延
徳
四
年
に
、
同
じ

一
族
で
あ
る
は
ず
の
柳
尼
公
と
中
興
家
俊
の
間
に
は
、
微
妙
な

差
異
が
あ

っ
た
。

家
俊
は
、
こ
の
時
、
す
で
に
、
幕
府
と
密
接
な
関
係
で
あ

っ
た
た
め
柳
尼
公
の
窮
状
に
対
し
て
、
あ
え
て
何

の
動
向
も
示
さ
な
か

っ
た

と
推
察
す
る
。
ま
た
幕
府

・
慈
聖
院
の
結
び

つ
き
、
幕
府

・
中
興
の
結
び

つ
き
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
慈
聖
院
と
中
興
の
結
び

つ
き
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
。

中
興
は
、
幕
府
や
慈
聖
院
の
保
護
を
う
け
て
い
る
と
推
察
し
た
の
だ
が
、
亨
禄
四
年
の
南
禅
寺
塔
頭
徳
隣
庵

の
所
領
を
み
る
と
、
五
条

坊
門
西
洞
院
南
西
頬
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
よ

っ
て
少
な
く
と
も
亨
禄
四
年
の
時
点
に
お
い
て
、
柳
酒
屋
の
本
貫
の
地
は
、
徳
隣
庵
が

支
配
し
て
い
た
と
推
察
す
る
。
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二
、
柳
酒
屋
と
妙
蓮
寺

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
柳
酒
屋

・
中
興
に
関
す
る
注
目
す

べ
き
記
事

(内
容
)
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
柳

酒
屋
は
、
た
く
さ
ん
の
店



を
構
え
て
お
り
、
日
本
で
も
有
数
の
財
力
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
興

一
族
は
、
大
陸
系
の
家
柄

で
あ

っ
た
と
い
う
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
法
華
宗
妙
蓮
寺
は
、
「柳
」

の
字
を
分
け
て
、
山
号
を

「卯
木
山
」
と
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
章
で
は
、
な
ぜ
柳
酒
屋
の
本
貫
の
地
が
五
条
坊
門
西
洞
院
な
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
法
華
宗
関
係
の
史
料

か
ら
、
柳
酒
屋
と
中
興

の
関
係
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
章
で
強
調
し
た

い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
柳
酒
屋

と
中
興
を
関
係
づ
け
る
記

し
方
は
、
時
代
が
下

っ
て
い
っ
た
た
め
、
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
土
倉
と
し
て
の
柳
酒
屋

こ
の
章

で
は
、
土
倉
と
し
て
の
柳
酒
屋
を
考
察
し
て
い
っ
た
。
第
二
章
で
も
触
れ
た
が
、
柳
酒
屋
は
、
た
く

さ
ん
の
店
を
構
え
て
い
た

こ
と
が
関
係
し
て
、
「大
柳
」

「柳
」
と

い
う
酒
名
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
た
。

そ
し
て
、
明
応

二
年

・
同
三
年
に
も
、
中
興
は
公
方
御
倉
の
職
を
担

っ
て
い
た
た
め
、
明
応
期
も
、
中
興
は
慈
聖
院
の
保
護
を
う
け
て

い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
し
た
。
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お

わ
り

に

以
上

の
こ
と
か
ら
、
「五
条
坊
門
西
洞
院
」
「柳
酒
屋
」

「中
興
」
が

一
体
と
な
る
の
は
、
明
応
期
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
幕
府
や

寺

院
の
影
響
を
う
け
て
、
こ
の
三
つ
が
結
実
す
る
と
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
複
雑
な
信
仰
形
態
や
政
治
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
現
実
の
状

況

の
な
か
で
、

一
体
化
し
た
も
の
と
推
察
す
る
。
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反
省
と
し
て
、
室
町
幕
府
の
酒
屋
土
倉
統
制
と
い
う
大
き
な
枠
組
で
、
柳
酒
屋
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
こ
れ
を
と
ら
え

る
た
め
に
は
、
十
倉
と
し
て
の
中
興
、
つ
ま
り
御
倉
職
の
こ
と
を
も

っ
と
つ
き

つ
め
て
考
察
す
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
ま
た
柳
酒
と

い
う
特

殊

な
酒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
酒
と
い
う
流
通
経
済
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
べ
き
で
あ

っ
た
の
に
全
く
そ
れ
が

で
き
な
か

っ
た
。

今
後
は
、
柳
酒
屋
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
京
都
酒
造
業

と
室
町
幕
府

の
関
係
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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