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酒
造
り
名
人
へ
の
挽
歌

戴た
い

老ろ
う

の
酒し

ゅ

店て
ん

に
題だ

い

す
　

李り

白は
く

戴た
い
老ろ
う

　黄こ
う
泉せ
ん
の
下も
と	

戴
老
黄
泉
下

還ま

た
応ま
さ
に
大た
い

春し
ゅ
んを
醸か
も
す
べ
し	

還
応
醸
大
春

夜や

台だ
い

に
李り

白は
く

無な

き
に	

夜
台
無
李
白

酒さ
け

を
沽う

り
て
何な

ん
人ぴ

と
に
か
与あ

た
う	

沽
酒
与
何
人

酒
造
り
名
人
　
戴
じ
い
さ
ん
は
　
も
う
い
な
い

あ
の
世
で
　
銘
酒
「
大
春
」
を
　
造
っ
て
い
る

あ
の
世
に
ゃ
　
李
白
は
い
な
い
の
に

い
っ
た
い
　
誰
に
売
る
つ
も
り

①

②

••••••

①
「
内
に
贈
る
」
二
八
頁

注
①
参
照
。

②
死
者
の
魂
が
行
く
地
下

の
世
界
。
世
界
は
「
木
・

火
・
土
・
金
・
水
」
の
五

要
素
か
ら
成
る
と
す
る
五ご

行ぎ
ょ
う思
想
で
は
、「
土
」
は

五
色
（
青
・
赤
・
黄
・
白
・

黒
）
の
「
黄
」
に
配
当
さ

れ
る
た
め
「
黄こ
う

泉せ
ん

」
と
い

う
。
日
本
で
「
黄よ

み泉
」
と

読
む
の
は
、
日
本
神
話
で

死
者
の
世
界
を
い
う
「
よ

み
」
に
こ
の
漢
語
を
借
り

た
も
の
で
、
語
源
は
ま
っ

た
く
違
う
。

35　戴老の酒店に題す

串
田
　「
戴
じ
い
さ
ん
の
酒
屋
に
書
き
付
け
た
詩
」
で
す
ね
？

諸
田
　
は
い
。
た
ぶ
ん
李
白
の
行
き
つ
け
の
店

0

0

0

0

0

0

で
し
ょ
う
。

串
田
　
そ
こ
の
主
人
の
「
戴
じ
い
さ
ん
」
が
亡
く
な
り
、
そ
の
死
を
悼い

た
ん
で
詠よ

ん
だ
詩
、
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

諸
田
　
え
え
、
詩
の
題
を
「
宣せ

ん

城じ
ょ
うの

善ぜ
ん

醸じ
ょ
う紀き

叟そ
う

を
哭こ

く
す
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
う
理
解
し
て
問
題
な
い
と
思
い
ま
す
。

串
田
　「
宣
城
（
安あ

ん
徽き

省
）」っ
て
、
李
白
が
晩
年
に
よ
く
訪
れ
た
街
で
す
ね
。

諸
田
　
は
い
。「
善
醸
紀
叟
」
は
、「
酒
造
り
名
人
の
紀
じ
い
さ
ん
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の

詩
題
だ
と
、
亡
く
な
っ
た
紀
じ
い
さ
ん
を
悼い

た
ん
で
詠
ん
だ
詩
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

串
田
　
戴
じ
い
さ
ん
に
せ
よ
、
紀
じ
い
さ
ん
に
せ
よ
、
酒
屋
の
主
人
へ
の
思
い
が
つ
ま
っ
て
い

ま
す
ね
。

諸
田
　
そ
れ
に
、
李
白
の
寂
し
さ
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

串
田
　
二
人
と
も
、
酒
造
り
の
名
人
で
…
…
。

現代版「大春」
だという密州春
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諸
田
　
そ
の
じ
い
さ
ん
た
ち
が
造
っ
て
い
た
の
が
、
銘
酒
「
大
春
」
な
ん
で
す
。

串
田
　
中
国
に
は
、「
春
」
の
字
が
つ
い
た
銘
酒
が
多
い
で
す
よ
ね
。「
老ろ

う

春し
ゅ
ん」、「

土ど

窟く
つ

春し
ゅ
ん」、

「
石せ

き
凍と

う

春し
ゅ
ん」、「

焼し
ょ
う

春し
ゅ
ん」

…
…
。

諸
田
　
さ
す
が
酒
豪
！
　
シ
ュ
ゴ
―
イ
！
　
ど
れ
も
唐
代
の
銘
酒
ば
か
り
で
す
。

串
田
　
オ
ヤ
ジ
ギ
ャ
グ
は
結
構
で
す
。
そ
れ
よ
り
、
蘊う

ん
蓄ち

く
を
傾
け
る
の
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、

そ
ろ
そ
ろ
酒
杯
を
傾
け
ま
せ
ん
か
？ 

諸
田
　
ダ
ジ
ャ
レ
の
ご
返
杯
？
　
ま
あ
一い

っ
献こ

ん
、
な
ん
と
な
く
冷
え
て
き
ま
し
た
し
…
…
。

串
田
　
で
、
ど
う
し
て
「
春
」
の
つ
く
銘
酒
が
多
い
か
、
ご
存
じ
？

諸
田
　
春
と
い
え
ば
、
四
季
の
始
め
で
す
よ
ね
。

串
田
　
そ
う
、
陽
気
が
兆き

ざ
し
て
く
る
季
節
で
す
。

諸
田
　
ポ
カ
ポ
カ
、
暖
か
い
…
…
。

串
田
　
草
木
は
芽
生
え
、
万
物
が
一
斉
に
生
ま
れ
出
て
、
衰
え
た
生
命
力
が
回
復
す
る
季
節
。

だ
か
ら
お
酒
を
「
春
」
に
喩た

と
え
る
の
で
は
な
い
か
と
。

諸
田
　
ど
う
り
で
、
い
つ
の
ま
に
か
私
も
、
胃
の
あ
た
り
が
ポ
カ
ポ
カ
暖
ま
っ
て
き
ま
し
た
、

③

③
陰い
ん

陽よ
う

思
想
で
は
、
陰
と

陽
の
消
長
に
よ
っ
て
四
季

の
変
化
を
説
明
す
る
。
春

に
兆
し
た
陽
気
は
、
春
分

を
経
て
夏げ

至し

に
極
ま
り
、

一
方
、
秋
に
兆
し
た
陰
気

は
、
秋
分
を
経
て
冬と
う

至じ

に

極
ま
る
、
と
さ
れ
た
。

37　戴老の酒店に題す

春
み
た
い
に
。

串
田
　「
回
春
」
の
効
能
を
う
た
う
酒
も
あ
り
ま
す
ね
。

諸
田
　「
三さ

ん
鞭べ

ん
酒し

ゅ
」
な
ん
て
酒
も
あ
り
ま
す
。「
若
返
り
、
回
春
の
酒
」
で
す
。

串
田
　
そ
れ
は
そ
う
と
、
日
本
酒
に
は
、「
春
夏
秋
冬
」
全
部
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

諸
田
　
へ
エ
ー
、
そ
う
で
し
た
か
。
き
っ
と
、
日
本
人
は
季
節
に
敏
感
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節

に
合
っ
た
酒
を
造
る
の
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

串
田
　
そ
れ
が
ど
う
も
、
四
季
す
べ
て
あ
る
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
が
、

調
べ
て
み
る
と
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
ん
で
す
。

諸
田
　
じ
ゃ
あ
、「
季
節
に
敏
感
だ
か
ら
」
は
撤
回
し
ま
す
（
笑
）。

串
田
　
そ
ろ
そ
ろ
、
李
白
の
詩
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
三
句
目
の
「
夜や

台だ
い

」
で
す
が
…
…
。

諸
田
　
は
い
、「
屋
台
」
で
一
杯
、
で
す
ね
（
笑
）
？

串
田
　
だ
い
ぶ
ご
酩め

い
酊て

い
で
す
な
。「
夜
台
」
と
い
う
の
は
「
あ
の
世
」
の
こ
と
で
す
よ
。

諸
田
　
そ
う
い
え
ば
、
墓は

か
穴あ

な
の
こ
と
も
「
長ち

ょ
う夜や

の
台だ

い
」
と
い
い
ま
す
ね
。

串
田
　「
死
」
は
「
長
夜
の
眠
り
」
で
す
か
ら
。

④

④
牛
・
羊
・
狗い
ぬ

の
三
鞭

（
性
器
）
を
配
合
し
た
醸

造
酒
（
白
酒
）。
滋
養
強

壮
・
精
力
回
復
に
効
果
が

あ
る
と
さ
れ
る
。


