
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
と『
料
理
の
学
』

ピ
エ
ー
ロ
・
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
（
一
九
二
六
―
一
九
九
七
）
は
、
ヴ
ィ
ッ

ト
リ
オ
・
ア
ル
フ
ィ
エ
ー
リ
、
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
デ
ィ
・
ブ
レ
ー
メ
な
ど

の
十
八
―
十
九
世
紀
の
文
学
研
究
に
出
発
し
な
が
ら
、
七
〇
年
代
の
後
半

か
ら
は
民
衆
文
化
、
放
浪
の
職
業
人
た
ち
、
食
べ
物
、
肉
体
な
ど
に
焦
点

を
あ
て
た
文
化
史
的
考
察
を
、
数
多
く
の
著
作
に
お
い
て
展
開
し
た
。
な

か
で
も
、「
食
」
そ
し
て
「
飢
え
」
は
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
主
要
な
テ
ー
マ

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
食
文
化
を
め
ぐ
る
そ
の
著
作
は
現
代
イ
タ
リ
ア
に

あ
っ
て
も
っ
と
も
重
要
か
つ
刺
激
的
な
も
の
に
数
え
ら
れ
る
。
農
民
の
食

に
ま
つ
わ
る
伝
統
、
都
市
と
農
村
部
の
食
習
慣
の
差
異
な
ど
を
扱
う
論
文

を
集
め
た
『
食
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
・
社
会
』（A

lim
entazione

folclore
e

società

、
パ
ル
マ
、
一
九
八
〇
）、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
『
大
地
と
月
と
』

（L
a
terra

e
la
luna

、
ミ
ラ
ノ
、
一
九
八
九
）、
社
会
の
底
辺
に
生
き
る
民

衆
の
苛
酷
な
現
実
で
あ
っ
た
ひ
も
じ
さ
、
そ
れ
を
し
の
ぐ
た
め
に
策
を
め

ぐ
ら
す
人
々
を
描
い
た
『
空
腹
の
く
に
』（Ilpaese

della
fam

e

、
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
、
一
九
七
八
）、
産
業
化
以
前
の
社
会
で
は
飢
え
と
質
の
粗
悪
な
食

糧
の
た
め
に
人
々
は
半
ば
幻
覚
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
『
野
生
の
パ
ン
』

（Il
pane

selvaggio

、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
一
九
八
〇
）、
十
八
世
紀
に
お
け
る

食
べ
物
ま
た
文
化
・
社
会
一
般
の
嗜
好
の
変
化
を
語
る
『
イ
ン
ド
ス
ー

プ
』（Ilbrodo

indiano

、
ミ
ラ
ノ
、
一
九
九
〇
）
な
ど
が
ま
ず
頭
に
浮
か

ぶ
が
、
そ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
も
食
べ
物
は
大
き
な
重
み
を
占
め
る
。

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
が
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
純
粋
に
文
献
学
的
な
研
究
か

ら
こ
の
よ
う
な
著
作
活
動
を
始
め
る
に
い
た
っ
た
に
は
、
ひ
と
つ
の
契
機

が
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
末
の
ペ
ッ
レ
グ
リ
ー
ノ
・
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
著
書
、

『
料
理
の
学
と
正
し
い
食
事
法
』（L

a
scienza

in
cucina

e
l'arte

di

イ
タ
リ
ア
の
食
の
文
化

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ

中

山

エ
ツ
コ

22



m
angiar

bene

）
の
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
社
か
ら
の
刊
行
で
あ
る
（
一
九
七

〇
）。１
イ
タ
リ
ア
人
な
ら
誰
も
が
知
る
こ
の
古
典
的
料
理
書
に
、
カ
ン
ポ

レ
ー
ジ
は
詳
細
な
解
説
と
註
を
施
し
、『
料
理
の
学
』
が
イ
タ
リ
ア
に
お

い
て
果
た
し
た
役
割
を
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
著
述

を
補
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
食
の
文
化
を
歴
史
的
ま
た
地
方
的
な
観
点
か
ら

見
渡
し
た
。
食
材
、
料
理
へ
の
註
に
は
主
に
十
五
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
ま

で
の
料
理
書
そ
の
他
の
文
献
の
説
明
を
加
え
、
食
の
習
慣
・
伝
統
に
つ
い

て
も
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
エ
ミ
リ
ア
・

ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
の
フ
ォ
ル
リ
生
ま
れ
で
あ
り
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
生
ま

れ
た
フ
ォ
ル
リ
ン
ポ
ポ
リ
は
そ
こ
か
ら
東
南
十
キ
ロ
ほ
ど
の
小
さ
な
町
で

あ
る
か
ら
、
と
も
に
同
じ
食
の
伝
統
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
こ
の
刊
行
の
た
め
の
研
究
を
母
胎
と
し
て
、
そ
の
後

多
く
の
食
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ
を
発
展
さ
せ
た
。
八
十
年
代
、
九
十
年
代

の
著
作
を
知
っ
て
い
る
今
日
の
目
で
見
直
す
と
、『
料
理
の
学
』
の
仕
事

が
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
に
い
か
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
か
が
明
ら
か
に
見
て

と
れ
る
。
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
愛
弟
子
で
あ
る
エ
リ
デ
・
カ
ザ
ー
リ
氏
は
こ

う
書
い
て
い
る
。「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
註
や
コ
メ
ン
ト

を
添
え
、
解
説
を
書
く
作
業
を
す
す
め
る
う
ち
に
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
か

な
り
の
文
献
資
料
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
著
者
名
・
署
名
を
カ
ー
ド
化
し

て
い
っ
た
が
、
医
学
書
、
薬
草
図
鑑
、
経
済
学
、
農
学
、
広
場
の
文
学

（
Ｇ
・
Ｃ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
）
な
ど
の
こ
れ
ら
の
資
料
は
後
年
の
著
作
に
も
使

わ
れ
た
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
『
料
理
の
学
』
を
め
ぐ
る
博
学
的
・
文
献
学

的
な
註
解
の
仕
事
を
見
る
と
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
が
食
の
歴
史
に
つ
い
て
研

究
の
展
望
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
何
世
紀
に
も
わ
た
る

ラ
テ
ン
語
・
イ
タ
リ
ア
語
の
医
学
・
食
・
家
政
学
な
ど
の
文
献
資
料
が
そ

れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
上

の
参
考
文
献
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
単
な
る
博
学
の

域
を
も
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
全
著
作
の
中
に
お
い
て

み
て
は
じ
め
て
、
複
雑
多
様
な
が
ら
整
然
と
し
た
、
新
し
い
方
向
を
め
ざ

し
た
研
究
計
画
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。」
２

本
稿
で
は
、
膨
大
な
こ
れ
ら
の
文
献
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

『
料
理
の
学
』
と
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
に
よ
る
解
説
・
註
を
紹
介
し
、
と
く
に

そ
の
後
の
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
食
の
文
化
史
を
め
ぐ
る
著
作
に
大
き
く
か
か

わ
る
点
を
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
。

「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
」

ま
ず
は
じ
め
に
、
ペ
ッ
レ
グ
リ
ー
ノ
・
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
（
一
八
二
〇
―

一
九
一
一
）
の
『
料
理
の
学
と
正
し
い
食
事
法
』
に
つ
い
て
少
し
説
明
し

て
お
き
た
い
。
国
外
的
に
は
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
上
で
触
れ
た

よ
う
に
、
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
で
は
知
ら
ぬ
人
の
な
い
書
物
で
あ
る
。
個
人

的
な
思
い
出
話
に
な
る
が
、
私
が
こ
の
書
物
を
知
っ
た
の
は
イ
タ
リ
ア
に

留
学
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ほ
と
ん
ど
ど
こ
の
家
に

も
聖
書
が
お
い
て
あ
る
」
と
ど
こ
か
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
、
は
じ
め
て

滞
在
す
る
イ
タ
リ
ア
で
私
は
そ
れ
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
お
膝
元
の
イ
タ
リ
ア
に
あ
っ
て
聖
書
の
な
い
家
は
意

イタリアの食の文化
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外
に
多
く
、
む
し
ろ
勉
強
の
必

要
上
何
冊
か
の
聖
書
を
も
っ
て

い
る
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
珍
し
が

ら
れ
た
。「
誰
も
が
も
つ
聖
書
」

の
幻
想
が
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
頃
、

ど
こ
の
家
庭
で
も
見
か
け
る
一

冊
の
本
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。
そ
れ
が
一
般
に
親
し
み
を

こ
め
て
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
料
理
書
、
一
八
九
一
年
初
版
刊
行
の
『
料
理
の
学
と
正
し

い
食
事
法
』
で
あ
っ
た
。
料
理
書
と
い
っ
て
も
無
味
乾
燥
な
レ
シ
ピ
集
で

は
な
く
、
健
康
上
の
注
意
や
勧
告
、
食
材
に
つ
い
て
の
科
学
的
知
識
、
文

学
か
ら
の
引
用
や
蘊
蓄
、
個
人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
を
も
品
よ
く
ユ
ー

モ
ア
の
き
い
た
文
章
で
つ
づ
っ
た
読
み
物
で
、
古
め
か
し
い
表
紙
絵
と
簡

単
な
装
丁
の
ま
ま
今
も
版
を
重
ね
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
の
、
少
な
く
と
も

台
所
の
バ
イ
ブ
ル
は
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
ま
で
使
い
古
さ
れ
た
「
ア
ル

ト
ゥ
ー
ジ
」
な
の
だ
と
い
う
の
が
私
の
実
感
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
一
般
の
家
庭
の
主
婦
に
広
く
読
ま
れ
使
わ
れ
て
い
る
実
用

書
が
、
マ
ル
ク
ス
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
、
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、

あ
る
い
は
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
な
ど
と
並
ん
で
、
古
今
の
古
典
的
名
著
を
集

め
た
ヌ
オ
ヴ
ァ
・
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
サ
ー
レ
・
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
叢
書
の
一
冊
と

し
て
、
詳
し
い
註
を
添
え
ら
れ
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
こ
の
書
物
の

特
異
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
一
九
九
一
年
は
「
ア
ル

ト
ゥ
ー
ジ
」
の
初
版
出
版
百
年
に
あ
た
り
、
ミ
ラ
ノ
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の

故
郷
で
あ
る
フ
ォ
ル
リ
ン
ポ
ポ
リ
で
記
念
の
展
覧
会
や
イ
ベ
ン
ト
が
華
や

か
に
催
さ
れ
、
カ
タ
ロ
グ
も
出
版
さ
れ
た
。３

百
年
に
わ
た
る
ロ
ン
グ
セ

ラ
ー
と
は
い
え
、
そ
の
古
さ
ゆ
え
に
ど
こ
か
地
味
な
感
じ
が
拭
え
な
か
っ

た
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
は
イ
タ
リ
ア
き
っ
て
の
名

シ
ェ
フ
が
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
料
理
を
競
い
合
い
、
時

代
に
あ
わ
せ
て
カ
ロ
リ
ー
を
お
さ
え
た
『
新
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
』
が
出
版
さ

れ
、
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
せ
た
。

こ
こ
十
年
ほ
ど
は
、
世
界
的
な
イ
タ
リ
ア
料
理
ブ
ー
ム
の
影
響
で
、
イ

タ
リ
ア
で
も
料
理
書
の
類
が
格
段
に
増
え
、
古
き
良
き
「
ア
ル
ト
ゥ
ー

ジ
」
の
姿
は
以
前
ほ
ど
は
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

取
っ
て
代
わ
る
書
物
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
料
理
の
歴
史
や
食
文
化
を

扱
う
書
物
も
増
加
し
て
お
り
、
最
近
で
は
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
編
『
料
理
の

学
』
も
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
が
出
版
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
」

は
い
ま
だ
健
在
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

料
理
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
統
一

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
『
料
理
の
学
』
を
解
説
す
る
に
あ
た
っ
て
冒
頭
で
ま

ず
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
社
会
的
意
図
、
そ
し
て
こ
の
書
物
が
実
際
に
果
た
す

こ
と
に
な
っ
た
社
会
的
役
割
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、「
カ
ン

ポ
レ
ー
ジ
の
解
説
中
も
っ
と
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
」
４

と
い
う
、

有
名
な
一
文
が
あ
る
。「『
料
理
の
学
』
は
『
い
い
な
ず
け
』
以
上
に
国
家

ペッレグリーノ・アルトゥージ
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統
一
に
貢
献
し
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
マ
ン
ゾ
ー
ニ
の
文
体
素

や
音
素
に
は
果
た
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
味
覚
素
は
、

国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
ひ
と
つ
の
コ
ー
ド
を
つ
く
り
出
す
こ
と

に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。」（
解
説
、
XVI
頁
）
一
八
九
一
年
と
い
え
ば
、
統

一
イ
タ
リ
ア
王
国
が
成
立
し
て
三
十
年
、
形
式
上
は
「
イ
タ
リ
ア
人
」
と

し
て
く
く
ら
れ
る
人
々
が
、
現
実
に
は
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
話
し
、

さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
食
習
慣
を
も
ち
、
同
一
の
国
民
意
識
も
希
薄
で
あ
っ

た
時
代
で
あ
る
。『
料
理
の
学
』
は
ま
ず
料
理
に
お
い
て
、
次
い
で
民
衆

の
意
識
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
半
島
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
を
統
一
す
る

役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。（
解
説
、
XII
頁
）

し
か
し
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
自
身
は
こ
の
書
物
を
著
す
に
あ
た
っ
て
イ
タ
リ

ア
人
の
全
階
層
を
対
象
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
レ
シ
ピ
に
先
立
つ

「
健
康
の
た
め
の
心
得
」
と
題
す
る
章
に
は
、
は
っ
き
り
こ
う
書
か
れ
て

い
る
。「
む
ろ
ん
こ
の
本
は
ゆ
と
り
あ
る
階
級
の
人
々
を
対
象
に
書
い
て

い
る
。
生
活
に
事
欠
く
人
々
は
、
不
本
意
で
あ
っ
て
も
、
あ
き
ら
め
て
、

多
忙
で
質
素
な
生
活
こ
そ
が
強
い
体
を
つ
く
り
健
康
維
持
に
も
よ
い
の
だ

と
考
え
る
こ
と
で
、
自
分
を
慰
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。」（
ア
ル

ト
ゥ
ー
ジ
、
一
五
頁
）

『
料
理
の
学
』
は
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
自
身
も
属
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の

た
め
の
料
理
書
で
あ
り
、
ま
ず
な
に
よ
り
こ
の
富
裕
な
階
級
に
食
事
の
手

本
を
与
え
た
。
そ
れ
以
前
の
時
代
の
料
理
書
が
（
こ
れ
ら
は
主
に
宮
廷
の

料
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
）
豪
奢
、
奇
抜
さ
、
過
度
、
快
楽
を
追
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
十
九
世
紀
的
な
教
育
的
精

神
に
の
っ
と
り
、
健
康
と
経
済
を
考
慮
に
入
れ
て
「
必
要
以
上
に
食
べ
な

い
、
無
駄
遣
い
や
ふ
つ
う
以
上
の
贅
沢
・
奇
抜
さ
を
避
け
る
」（
解
説
、

XXII
頁
）
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
料
理
体
系
は
、「
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
食
卓
の
平
均
化
を
予
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
日
の
イ
タ
リ

ア
に
見
ら
れ
る
食
の
画
一
化
を
先
駈
け
、
そ
の
責
任
の
一
端
を
負
っ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。」（
解
説
、
XIV
頁
）
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
書
物

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
地
方
料
理
が
イ
タ
リ
ア
料
理
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

今
や
国
民
的
料
理
と
さ
れ
る
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
や
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
が
イ
タ
リ

ア
半
島
全
域
に
広
ま
る
先
鞭
を
つ
け
る
の
だ
が
、
そ
の
功
績
の
影
に
統
一

＝

画
一
化
へ
の
第
一
歩
が
あ
っ
た
こ
と
も
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
指
摘
し
て
い

る
。
５

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
『
料
理
の
学
』
の
な
か
に
自

身
の
階
級
の
倫
理
を
も
り
こ
み
、
そ
こ
に
で
き
あ
が
っ
た
料
理
や
食
事
習

慣
は
、「
そ
の
な
か
に
当
時
の
中
産
階
級
が
自
身
の
集
団
意
識
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
、
所
属
意
識
を
も
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
ゆ
え
に
、
こ
の
実
用
書
は
単
な
る
料
理
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、

社
会
的
・
教
育
的
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
ク
オ
ー
レ
』（
そ

し
て
『
ピ
ノ
ッ
キ
オ
』）
と
と
も
に
、
十
九
世
紀
後
半
の
イ
タ
リ
ア
社
会

が
生
ん
だ
最
高
の
作
品
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
社
会
的
穏

健
主
義
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
倫
理
に
も
と
づ
く
市
民
の
形
成
の
た
め
に
表

現
し
え
た
、
民
間
の
バ
イ
ブ
ル
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。」（
解
説
、
XVII

頁
）
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下
層
民
の
食
と
飢
え

興
味
深
い
の
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
が
き
っ
ぱ
り
切
り
捨
て
た
問
題
へ
の

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。『
料
理
の
学
』
を
著
す
に
あ
た
っ

て
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
「
不
平
等
を
受
け
入
れ
、
…
…
富
裕
な
人
々
の
た
め

に
筆
を
と
っ
て
下
層
階
級
の
食
料
問
題
は
気
に
か
け
な
い
」（
解
説
、

XVII
頁
）
が
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
三
ペ
ー
ジ
に
ま
た
が
る
長
い
註
を
添
え
、

十
九
世
紀
当
時
の
文
献
を
紹
介
し
て
労
働
者
階
級
の
腹
具
合
を
北
か
ら
南

ま
で
概
観
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
労
働
者
階
級
の
食
料
事
情
は
北
イ
タ
リ
ア
で
も
都
市

部
・
田
園
部
と
も
厳
し
く
、
と
く
に
農
村
の
季
節
労
働
者
が
口
に
で
き
る

も
の
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ポ
レ
ン
タ
の
み
で
あ
っ
た
。
夕
食
に
は
そ
れ
に

タ
マ
ネ
ギ
と
質
の
悪
い
チ
ー
ズ
が
加
わ
る
。
労
働
期
に
は
週
に
一
度
は
パ

ン
と
ミ
ネ
ス
ト
ラ
（
具
入
り
の
ス
ー
プ
）
も
食
べ
る
が
、
冬
は
日
に
三
度

の
ポ
レ
ン
タ
の
み
の
食
事
が
一
度
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
う
え
、
ポ

レ
ン
タ
の
材
料
と
な
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
粉
は
往
々
に
し
て
最
悪
の
質
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
じ
く
ひ
も
じ
さ
を
耐
え
る
に
し
て
も
、
シ
チ
リ

ア
の
農
民
の
ほ
う
が
小
麦
粉
の
パ
ン
を
食
べ
て
い
る
分
、
栄
養
に
は
恵
ま

れ
て
い
た
。
当
時
、
農
民
の
な
か
で
か
な
り
恵
ま
れ
た
食
料
事
情
を
享
受

し
て
い
た
例
と
し
て
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
肥
沃
な
丘
陵
地
帯
の
小
作

人
た
ち
の
、「
質
素
な
が
ら
健
康
的
で
変
化
に
富
ん
だ
」
食
事
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
主
食
で
あ
る
パ
ン
は
混
じ
り
け
の
な
い
小
麦
粉
の
、
良
質
の

も
の
で
あ
る
。
冬
は
二
食
で
、
塩
で
味
付
け
し
た
温
か
い
栗
の
粉
の
ポ
レ

ン
タ
を
昼
に
食
べ
、
夜
に
は
ス
ー
プ
、
パ
ン
、
パ
ン
の
お
か
ず
。
夏
は
三

食
だ
が
、
火
を
使
っ
た
食
事
は
昼
だ
け
で
、
ス
ー
プ
、
パ
ン
、
塩
漬
け
肉

ま
た
は
干
し
魚
、
あ
る
い
は
豆
類
、
野
菜
の
お
か
ず
を
パ
ン
と
い
っ
し
ょ

に
食
べ
る
。
日
曜
日
に
は
新
鮮
な
肉
の
料
理
が
出
る
が
、
家
族
が
何
人
で

あ
れ
一
家
族
で
三
〇
〇
グ
ラ
ム
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。（
解
説
、
XVII
―

XIX
頁
の
註
２
）

庶
民
の
食
糧
難
、
栄
養
不
足
は
イ
タ
リ
ア
の
社
会
問
題
の
も
っ
と
も
深

刻
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
に
も
つ

な
が
る
イ
タ
リ
ア
の
食
の
伝
統
の
集
大
成
で
あ
り
、
建
設
的
な
意
図
に
満

ち
た
『
料
理
の
学
』
に
そ
れ
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
こ
と
に
、
カ
ン

ポ
レ
ー
ジ
は
不
満
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
時
代
に
こ
の

問
題
を
扱
っ
た
書
物
が
い
く
つ
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
さ
ら

に
主
要
文
献
の
ペ
ー
ジ
に
は
農
民
の
食
料
事
情
、
国
家
統
一
以
後
の
イ
タ

リ
ア
の
食
料
問
題
に
つ
い
て
の
文
献
も
ま
と
め
て
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
民
衆
的
な
料
理
、
典
型
的
な
農
民
の
料
理
を

も
レ
シ
ピ
に
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
伝
統
的
に
貧
民
の
食
べ
物
と
さ
れ
る

食
材
（
カ
ブ
、
豆
類
な
ど
）
は
あ
ま
り
好
ま
ず
、
一
定
の
社
会
階
級
臭
が

強
す
ぎ
る
と
判
断
し
た
も
の
は
含
め
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ト

地
方
コ
ネ
リ
ア
ー
ノ
の
婦
人
か
ら
の
「
主
顕
祭
に
食
べ
る
ピ
ン
ツ
ァ
を
の

せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望
に
対
し
て
は
、
こ
の
菓
子
は
「
善
良
な
農
民

た
ち
が
食
べ
る
も
の
で
、
誰
よ
り
も
そ
う
い
う
人
々
、
そ
の
気
候
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

（
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
、
五
七
九
―
五
八
〇
頁
）
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
ア
ル
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ト
ゥ
ー
ジ
が
こ
の
よ
う
に
軽
視
し
た
慎
ま
し
い
食
べ
物
に
つ
い
て
も
、
多

く
の
言
葉
を
費
や
し
て
い
る
。
註
の
な
か
か
ら
料
理
や
食
材
の
階
級
性
に

言
及
し
た
部
分
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
よ
う
。

ミ
ネ
ス
ト
ラ
（
ス
ー
プ
類
と
水
気
の
少
な
い
も
の
、
パ
ス
タ
類
な
ど
の

ふ
た
つ
に
分
か
れ
る
）
の
章
で
は
、「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
『
料
理
の
学
』

の
中
流
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
路
線
を
忠
実
に
守
り
、
庶
民
的
な
性
格
の
強
調
さ

れ
、
所
属
階
層
が
あ
ま
り
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
ミ
ネ
ス
ト
ラ
を
除
外
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
の
貧
し
い
ミ
ネ
ス
ト
ラ
も
こ
こ

に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
、
た
と
え
ば
マ
ル
ム
ル
テ
（
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
粉
と
小
麦
粉
を
ま
ぜ
た
大
形
パ
ス
タ
入
り
の
イ
ン
ゲ
ン
豆
の
ス
ー
プ
）、

パ
パ
ル
ー
チ
ャ
（
ゆ
る
め
の
ポ
レ
ン
タ
に
イ
ン
ゲ
ン
豆
と
ワ
イ
ン
を
加
え

た
も
の
）、
ロ
マ
ー
ニ
ャ
の
農
民
が
子
ど
も
の
出
産
祝
い
に
食
べ
る
小
麦

粉
ニ
ョ
ッ
キ
の
牛
乳
煮
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。（
四
三
頁

の
註
１
）

ま
た
、
数
多
い
カ
ボ
チ
ャ
料
理
の
な
か
か
ら
ス
ー
プ
一
品
し
か
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
フ
ェ
ッ

ラ
ー
ラ
の
カ
プ
ラ
ッ
ツ
も
モ
デ
ナ
田
園
部
の
カ
ボ
チ
ャ
の
カ
プ
レ
ッ
ト
に

も
触
れ
な
い
ば
か
り
か
、
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
カ
ボ
チ
ャ
の
ト
ル
テ
ッ
リ
も
入

れ
て
い
な
い
。
カ
ボ
チ
ャ
は
今
日
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る

が
、
北
イ
タ
リ
ア
の
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
は
重
要
な
食
料
で

あ
っ
た
。
モ
デ
ナ
の
季
節
労
働
者
は
収
穫
期
の
あ
い
だ
、
イ
ン
ゲ
ン
豆
と

タ
マ
ネ
ギ
の
ほ
か
揚
げ
た
カ
ボ
チ
ャ
で
栄
養
を
と
り
、
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方

の
季
節
労
働
者
は
焼
き
網
で
焼
い
た
カ
ボ
チ
ャ
を
食
べ
た
。
カ
ボ
チ
ャ
と

ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
つ
め
た
ト
ル
テ
ッ
リ
は
エ
ミ
リ
ア
・
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
の

丘
陵
地
帯
で
よ
く
食
べ
ら
れ
た
。」（
六
九
頁
の
註
１
）

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ポ
レ
ン
タ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
主
食
と
し
た
北
・

中
部
イ
タ
リ
ア
の
農
民
が
、
ビ
タ
ミ
ン
欠
乏
の
た
め
に
最
後
に
は
狂
気
に

い
た
る
病
（
ペ
ラ
グ
ラ
）
に
冒
さ
れ
た
周
知
の
事
実
の
ほ
か
、
ポ
レ
ン
タ

（
ラ
テ
ン
語
で
プ
ル
ス
）
が
何
千
年
に
も
わ
た
っ
て
イ
タ
リ
ア
半
島
の
住

民
の
あ
い
だ
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

の
場
合
の
ポ
レ
ン
タ
は
新
大
陸
由
来
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
は
な
く
、
ス
ペ

ル
ト
小
麦
や
豆
の
粉
を
練
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
の
文
献
に
あ

ら
わ
れ
る
ポ
レ
ン
タ
も
白
い
小
麦
粉
を
練
っ
た
も
の
で
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

の
ポ
レ
ン
タ
は
十
八
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
書
物
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
、

も
と
も
と
農
民
の
食
べ
物
で
あ
っ
た
ポ
レ
ン
タ
が
、
貴
族
や
都
市
の
住
民

の
食
卓
に
、
よ
り
美
味
し
く
味
付
け
さ
れ
て
登
場
し
た
の
も
や
は
り
十
八

世
紀
だ
っ
た
と
い
う
。（
二
二
七
頁
の
註
１
）

ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
が
食
材
と
し
て
使
う
穀
物
粉
は
白
い
小
麦
粉
と
こ
の
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
粉
だ
け
で
あ
る
が
、
庶
民
の
食
卓
で
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
、
小
麦
粉
よ
り
下
級
な
粉
が
主
食
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
民

衆
の
、
と
く
に
農
民
の
食
事
に
つ
い
て
は
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
の
ち
の
論
文
、

「
食
の
地
理
学
と
社
会
史
」、「
都
市
の
料
理
、
田
舎
の
料
理
」
な
ど
に
詳

し
い
（
と
も
に
『
食
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
。
社
会
』）。
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郷
土
料
理
の
全
国
化

ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
が
『
料
理
の
学
』
に
取
り
あ
げ
た
料
理
は
、
宮
廷
料
理

の
伝
統
に
汲
む
も
の
と
庶
民
的
な
も
の
の
両
方
が
あ
り
、
ま
た
地
理
的
に

も
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
料
理
が
入
り
込
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
を
総
合
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
的
に
は
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
郷
土
料
理
と

ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
の
も
の
が
主
体
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
自
身
は
ロ

マ
ー
ニ
ャ
人
で
あ
り
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
地
方
と
も
つ
な
が
る
ポ
ー
平

原
の
食
の
世
界
に
属
し
て
い
た
が
、
長
年
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
暮
ら
し
、
ト

ス
カ
ー
ナ
料
理
も
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
に
は
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
タ
ー
、

ラ
ー
ド
、
動
物
性
脂
肪
で
脂
ぎ
っ
た
重
た
い
ロ
マ
ー
ニ
ャ
の
食
と
、
オ

リ
ー
ヴ
油
、
多
量
の
野
菜
を
使
う
軽
く
脂
気
の
少
な
い
ト
ス
カ
ー
ナ
の
食

が
ま
ざ
り
あ
い
、
そ
こ
に
そ
の
他
の
地
方
の
料
理
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
数
は
少
な
く
て
も
、『
料
理
の
学
』
を
全
国
的
レ
ベ
ル
の
書
物
に
す
る
に

は
他
の
地
方
料
理
も
必
要
」（
解
説
、
XXVIII
頁
）
な
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ

ト
地
方
の
米
料
理
、
シ
チ
リ
ア
の
イ
ワ
シ
の
マ
ッ
ケ
ロ
ー
ニ
、
ナ
ポ
リ
風

マ
ッ
ケ
ロ
ー
ニ
、
ロ
ー
マ
風
ニ
ョ
ッ
キ
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
風
ラ
ヴ
ィ
オ
リ
、

ミ
ラ
ノ
風
リ
ゾ
ッ
ト
…
…
。
著
者
自
ら
出
所
を
明
記
し
て
い
る
レ
シ
ピ
も

あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
が
「
上
品
な
料
理
で
は
な
く
、
家
庭
的
な
も
の
」（
ア

ル
ト
ゥ
ー
ジ
、
四
六
六
頁
）
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
「
鶏
の
ポ
ル
ケ
ッ
タ

風
」
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
、
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
の
す
ぐ
南

東
の
マ
ル
ケ
地
方
の
同
様
の
料
理
で
あ
り
、
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
祭
り
の

日
に
食
べ
る
「
ウ
サ
ギ
の
ポ
ル
ケ
ッ
タ
風
」
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
を
は

じ
め
、
マ
ル
ケ
料
理
が
全
巻
を
通
じ
て
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
れ
を
補
っ
て
こ
の
地
方
の
料
理
を
紹
介
し
た
あ
と
、

「
基
本
的
に
脂
肪
分
の
少
な
く
質
素
な
農
民
の
料
理
で
あ
り
、
都
会
的
な

ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
田
舎
的
で
一
定
の
地
理
的
条
件
に

結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
圏
外
へ
の
輸
出
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
」
と
し
て
い
る
。（
四
六
六
―
四
六
七
頁
、
註
１
）

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
「『
料
理
の
学
』
は
民
衆
的
な
地
方
料
理
か
ら
学
ぶ

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
我
が
も
の
と
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
食
卓

の
上
に
持
ち
込
ん
で
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
る
ば
か
り
で
、
利
子
を
払
お
う

と
し
な
い
」（
解
説
、
XVIII
頁
）
と
書
い
て
い
る
が
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
自
身

が
解
説
と
註
を
通
し
て
そ
の
付
け
を
払
い
、
イ
タ
リ
ア
の
食
の
歴
史
の
全

体
を
見
渡
そ
う
と
試
み
た
と
言
え
よ
う
。

ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
ト
マ
ト

料
理
内
容
に
お
い
て
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
が
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
大
き
な
功
績

と
し
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ニ
ョ
ッ
キ
を
全
国
的
に
定
着
さ
せ
た

こ
と
と
、
ト
マ
ト
の
ス
ー
ゴ
（
ト
マ
ト
ピ
ュ
ー
レ
）
と
ト
マ
ト
の

サ
ル

サ
（
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
）
を
き
ち
ん
と
区
別
し
た
上
で
イ
タ
リ
ア
全
土
に
認

め
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
ト
マ
ト
も
新
大
陸
か
ら
か
な
り

早
い
時
期
に
イ
タ
リ
ア
に
到
来
し
て
い
た
が
、
食
材
と
し
て
は
な
か
な
か

普
及
し
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ニ
ョ
ッ
キ
は
十
八
―
十
九
世
紀
頃
に
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誕
生
し
、
意
外
に
も
庶
民
的
な
環
境
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
富
裕
階
級
の
食
卓
に
は
十
八
世
紀
に
は
登
場
し
て
い

た
が
、
民
衆
の
あ
い
だ
に
は
な
か
な
か
広
ま
ら
ず
、
農
学
者
や
経
済
学
者

た
ち
が
そ
の
有
効
性
を
力
説
し
て
普
及
に
努
力
し
た
。（
解
説
、
XXXIII
―
XXXV

頁
）「

さ
ら
に
近
代
的
か
つ
革
新
的
で
あ
っ
た
の
が
、
ト
マ
ト
の
サ
ル
サ
を

認
め
（
そ
れ
も
正
し
く
ト
マ
ト
の
ス
ー
ゴ
と
区
別
を
し
て
）、
そ
れ
を
最

終
的
に
受
け
入
れ
て
、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
と
と
も
に
、
言
わ
ば
全
国
の
料
理

体
系
の
な
か
に
公
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
に
よ
る
新
し
い

全
国
的
料
理
に
は
ト
マ
ト
が
堂
々
た
る
登
場
を
果
た
す
が
、
そ
れ
は
リ
ソ

ル
ジ
メ
ン
ト
料
理
と
で
も
呼
べ
る
も
の
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
料
理
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
千
人
隊
の

遠
征
の
あ
と
、
ト
マ
ト
は
イ
タ
リ
ア
半
島
を
端
か
ら
端
ま
で
意
気
揚
々
と

駆
け
巡
り
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
折
衷
的
で
没
個
性
的
な
料
理
（
だ
い
た

い
が
フ
ラ
ン
ス
風
で
、
独
創
性
も
想
像
力
も
な
く
王
政
復
古
の
時
代
も
生

き
延
び
た
）
に
新
し
い
食
感
と
味
覚
を
与
え
た
の
だ
っ
た
。
ト
マ
ト
は

ジ
ャ
ガ
イ
モ
以
上
に
、
十
九
世
紀
イ
タ
リ
ア
料
理
の
激
し
く
革
命
的
な
要

素
な
の
で
あ
る
。」（
解
説
、
XXXVI
頁
）

パ
ン
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

一
方
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
が
パ
ン
に
つ
い
て
と
く
に
一
言
も
な
い
こ
と
を
、

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
欠
落
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
註
を
見
て

み
よ
う
。「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
本
書
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
パ
ン

の
こ
と
は
扱
っ
て
い
な
い
。
こ
の
脱
落
を
埋
め
る
に
は
ア
レ
ッ
サ
ン
ド

ロ
・
ダ
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
﹇
ナ
ポ
リ
一
四
六
一
―
ロ
ー
マ
一
五
二
三
﹈、
ロ

デ
ィ
ジ
ー
ノ
﹇
ロ
ヴ
ィ
ー
ゴ
一
四
六
九
―
一
五
二
五
﹈、
カ
ル
ダ
ー
ノ

﹇
パ
ヴ
ィ
ー
ア
一
五
〇
一
―
ロ
ー
マ
一
五
七
六
﹈
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

十
六
世
紀
に
は
パ
ド
ヴ
ァ
の
パ
ン
、
ナ
ポ
リ
の
プ
ッ
チ
ャ
・
パ
ン
、
ロ
ー

マ
の
ジ
ャ
ッ
ケ
ッ
ト
な
ど
が
有
名
で
あ
っ
た
（
サ
ッ
バ
・
カ
ス
テ
ィ
リ

オ
ー
ネ
『
回
想
あ
る
い
は
教
訓
』、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ミ
ケ
ー
レ
・
ボ

ネ
ッ
リ
刊
、
一
五
七
四
年
、c.127v

を
参
照
の
こ
と
）。『
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
職
業
の
全
世
界
広
場
』
の
な
か
で
、
Ｔ
・
ガ
ル
ゾ
ー
ニ
は
イ
タ
リ
ア

の
パ
ン
に
は
大
き
く
ふ
た
つ
の
地
域
に
分
か
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

軟
質
小
麦
に
よ
る
白
パ
ン
の
地
域
と
強
質
小
麦
、
つ
ま
り
今
日
の
言
葉
で

は
硬
質
小
麦
に
よ
る
黒
パ
ン
の
地
域
で
あ
る
。『
…
…
パ
ド
ヴ
ァ
、
ポ

レ
ー
ジ
ネ
地
方
ロ
ヴ
ィ
ー
ゴ
周
辺
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
ラ

ヴ
ェ
ン
ナ
、
そ
し
て
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
の
ほ
ぼ
全
域
で
は
、
パ
ン
は
非
常

に
白
い
。
白
い
小
麦
粉
を
使
う
か
ら
だ
が
、
低
湿
地
帯
で
あ
る
た
め
に
土

地
に
活
力
や
力
が
な
く
、
味
は
そ
れ
ほ
ど
よ
く
な
い
。
そ
の
他
の
土
地
、

プ
ー
リ
ア
、
イ
ス
ト
リ
ア
、
ア
ン
コ
ー
ナ
の
辺
境
地
方
、
シ
チ
リ
ア
、
コ

ル
シ
カ
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
沿
岸
地
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
外
皮
の
な
い
よ
う

な
小
麦
を
産
す
る
が
、
ナ
ポ
リ
王
国
で
は
強
質
小
麦
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

は
大
型
小
麦
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
少
量
の
ふ
す
ま
と
黒
い
パ

ン
が
で
き
る
が
、
上
に
言
っ
た
白
パ
ン
と
は
違
っ
て
甘
い
味
が
す
る
』

（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ソ
マ
ス
コ
刊
、
一
五

イタリアの食の文化
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八
七
、
八
四
二
頁
）」（
一
四
五
頁
、
註
１
）

十
六
世
紀
の
知
識
人
が
パ
ン
の
種
類
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
頃

か
ら
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
の
パ
ン
が
存
在
し
、
大
き
く
ふ
た
つ
の
パ

ン
圏
に
わ
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
十
九
世
紀
当
時
ま
た
現

代
に
い
た
る
パ
ン
事
情
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
参
考
文
献
に
は
パ
ン
の

文
化
に
つ
い
て
の
資
料
が
ま
と
め
ら
れ
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
を
カ
バ
ー

し
て
い
る
。
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
自
身
は
、
小
麦
粉
の
パ
ン
を
手
に
入
れ
ら
れ

な
い
民
衆
の
パ
ン
、
小
麦
粉
以
外
の
往
々
に
し
て
質
の
悪
化
し
た
穀
物
の

粉
の
パ
ン
に
つ
い
て
、
一
冊
の
書
物
を
書
い
て
い
る
（『
野
生
の
パ
ン
』）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ひ
も
じ
さ
の
た
め
、
あ
る
い
は
幻
覚
作
用
の
あ
る
薬
草

や
香
辛
料
を
パ
ン
や
治
療
な
ど
に
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
た
た
め
に
、
十

六
―
十
七
世
紀
の
民
衆
は
常
に
現
実
と
非
現
実
の
境
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た

と
い
う
。

「
食
」
の
象
徴
で
あ
り
、
民
衆
の
生
存
の
夢
で
あ
っ
た
パ
ン
の
対
極
に

あ
る
の
が
、
十
七
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
り
は
じ
め
、
十
八
世
紀
以

降
上
流
階
級
の
あ
い
だ
で
流
行
し
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
そ
し
て
コ
ー
ヒ
ー
、

茶
と
い
う
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
嗜
好
品
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は

「
そ
の
他
」
の
章
に
そ
れ
ぞ
れ
項
目
を
も
う
け
て
い
る
。「
こ
の
貴
重
な
る

飲
み
物
﹇
コ
ー
ヒ
ー
﹈
は
体
じ
ゅ
う
に
心
地
よ
い
興
奮
を
広
が
ら
せ
る
も

の
で
、『
知
性
の
飲
み
物
』、『
文
人
・
科
学
者
・
詩
人
の
友
』
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
神
経
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
で
、
考
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
想

像
力
に
活
気
を
、
思
考
に
ス
ピ
ー
ド
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー

の
美
味
さ
は
実
際
に
試
し
て
み
な
い
と
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。」（
ア
ル

ト
ゥ
ー
ジ
、
六
八
一
頁
）
そ
し
て
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
産
地
、
焙
煎
か
ら
歴
史
、

消
化
ま
で
を
詳
し
く
述
べ
、「
一
世
紀
前
に
は
イ
タ
リ
ア
で
の
普
及
は
ま

だ
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
（
同
、
六
八
四
頁
）。
茶
に

つ
い
て
も
ア
ジ
ア
の
産
地
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
飲
用
な
ど
に
触
れ
た
あ
と
、

「
イ
タ
リ
ア
の
い
く
つ
か
の
地
方
、
と
く
に
小
さ
な
町
で
は
、
茶
は
い
ま

だ
に
稀
で
あ
る
」
と
い
う
（
同
、
六
八
六
頁
）。

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
項
は
こ
う
始
ま
る
。「
す
べ
て
の
人
を
満
足
さ
せ
る

の
は
む
ず
か
し
い
。
と
く
に
食
べ
物
の
話
題
に
お
い
て
は
、
人
の
好
み
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
私
の
こ
の
書
物
の
な
か
に
一
人
の
紳
士
を
落
胆
さ
せ

る
欠
落
が
あ
ろ
う
と
は
、
ど
う
し
て
予
測
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
御
仁

は
こ
う
言
う
の
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
と
お
茶
を
あ
ん
な
に
ほ
め
た
た
え
て
、

『
神
々
の
食
べ
物
』、
私
の
大
好
物
の
飲
み
物
で
あ
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
一

言
も
触
れ
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
…
…
私
が
前
に

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
触
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
歴
史
や
加
工
な
ど
を
説
明

し
よ
う
と
し
た
ら
あ
ま
り
に
長
く
な
る
し
、
飲
む
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
作
り

方
は
た
い
が
い
の
人
が
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（
同
、
六
八
九
頁
）

コ
ー
ヒ
ー
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
十
九
世
紀
の
少
な
く
と
も
富
裕
な
人
た
ち

の
あ
い
だ
で
は
た
い
へ
ん
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
は
結
局
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
は
コ
ー
ヒ
ー
、
お
茶
ほ
ど
言

葉
を
費
や
さ
な
い
が
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
註
は
十
七
世
紀
以
来
の
文
献
を

詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
に
は
、
こ
れ
ら
嗜
好
品
の

な
か
で
も
と
く
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
焦
点
を
あ
て
、
十
八
世
紀
に
起
こ
っ

た
料
理
・
文
化
一
般
の
嗜
好
の
変
化
を
『
イ
ン
ド
ス
ー
プ
』
に
ま
と
め
て
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い
る
。
こ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
料
理
作
法
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
イ
タ
リ

ア
が
フ
ラ
ン
ス
に
主
導
権
を
奪
わ
れ
、
衣
服
、
物
腰
、
料
理
な
ど
の
流
行

の
す
べ
て
が
「
軽
や
か
さ
」
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
変

化
の
時
期
を
生
き
た
人
々
の
証
言
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
十
八
世
紀
以
後
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
料
理

用
語
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
氾
濫
し
て
い
た
。
そ
こ
に
イ
タ
リ
ア
語
の
料
理

用
語
を
復
活
さ
せ
た
の
も
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
功
績
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
解
説
、
LXVI
―
LXVIII
頁
）「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
成
功
の
秘
け
つ
の
ひ
と
つ
に
は
、

イ
タ
リ
ア
の
料
理
が
ま
っ
た
く
地
方
的
な
料
理
と
フ
ラ
ン
ス
風
の
料
理
と

に
二
分
さ
れ
、
疲
労
・
衰
退
し
て
い
た
過
渡
期
に
う
ま
く
入
り
込
ん
だ
こ

と
も
あ
る
（
宮
廷
料
理
、
公
式
な
晩
餐
は
形
式
的
に
も
本
質
的
に
も
フ
ラ

ン
ス
料
理
で
あ
っ
た
）。
本
書
に
見
ら
れ
る
言
語
・
料
理
に
お
け
る
純
粋

主
義
、
愛
国
主
義
は
、『
好
意
の
薄
い
隣
人
』
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
怨

み
と
敵
意
が
盛
り
あ
が
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
代
に
、
国
民
意
識
の
空
白

を
埋
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
食
卓
で
は
ま
っ
ぷ
た
つ
に
分
か
れ
て
い
た
国

に
、
国
民
の
料
理
が
、
共
通
の
故
郷
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
ア
ル

ト
ゥ
ー
ジ
の
お
か
げ
で
あ
る
。
実
際
そ
の
頃
は
『
フ
ラ
ン
ス
風
の
用
語
』

を
使
っ
て
調
理
さ
れ
た
料
理
を
食
べ
る
イ
タ
リ
ア
が
あ
り
、
も
う
一
方
に

方
言
を
話
し
食
べ
る
イ
タ
リ
ア
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
解
説
、
LIII
頁
）

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
は
『
料
理
の
学
』
刊
行
の
際
に
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
見

据
え
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
軽
視
さ
れ
た
も
の
を
て
い
ね
い
に

解
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
著
作
は
と
り
わ
け
、
見
過
さ
れ
が
ち
な
食

文
化
の
現
実
を
と
ら
え
て
展
開
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

１

Pellegrino
A
rtusi,

L
a

scienza
in

cucina
e

l'arte
di

m
angiar

bene.

Introduzione
e
note

diPiero
C
am
poresi,Torino

1970

。
初
版
は
一

八
九
一
年
に
出
版
さ
れ
、
レ
シ
ピ
数
は
四
七
五
で
あ
っ
た
。
著
者
は

一
九
〇
九
年
の
第
十
三
版
ま
で
加
筆
・
訂
正
を
続
け
、
最
終
的
な
レ

シ
ピ
数
は
七
九
〇
に
達
し
た
。
著
者
生
存
中
は
自
費
出
版
で
、
は
じ

め
は
本
の
発
送
も
自
分
で
行
っ
て
い
た
が
、
後
に
は
販
売
を
出
版
社

に
託
し
た
。
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
編
ん
だ
『
料
理
の
学
』
は
第
十
三
版

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
本
稿
中
の
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
編
『
料
理
の
学
』

か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
一
九
九
一
年
の
第
三
版
に
よ
る
。
初
版
、
第

二
版
（
一
九
七
四
年
）
と
の
違
い
は
新
し
い
参
考
文
献
を
加
筆
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
の
『
料
理
の
学
』
か
ら
の
引
用
、

参
照
箇
所
は
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ジ
」
と
記
し
、
カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
に
よ
る

解
説
、
註
の
引
用
・
参
照
は
「
解
説
」、「
註
」
と
記
し
、
す
べ
て
本

文
中
に
書
き
込
ん
だ
。

２

E
lide

C
asali,

P
iero

C
am

poresi
e

l'edizione
dell'A

rtusi,
in
™A
tti
e

m
em
orie∫,X

L
IX
(1998),p.177.

３

L
a

cucina
briconcella:

1891/1991.
Pellegrino

A
rtusi

e
l'arte

di

m
angiar

bene
cento

anni
dopo,

a
cura

diA
ndrea

Pollarini,B
olo-

gna,1991.

４

E
lide

C
asali,P

iero
C

am
poresi...,cit.,p.169.

５

カ
ン
ポ
レ
ー
ジ
の
現
代
の
食
卓
に
対
す
る
皮
肉
な
視
点
は

の
ち
の

著
作
で
も
一
貫
し
て
い
る
。
と
く
に
『
乳
の
道
』（L

e
vie

del
latte,

M
ilano,1993

）
所
収
の
「
地
中
海
と
ポ
ー
平
原
的
食
餌
法
と
」、

『
体
を
治
め
る
』（Il

governo
del

corpo,
M
ilano

1995

）
中
の
記
事

な
ど
。
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