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イ
タ
リ
ア
は
ヨ
ー
ロッ
パ
チ
ー
ズ
の
ル
ー
ツ
と
言
わ
れ
お
り
、

そ
の
歴
史
は
古
代
ロ
ー
マ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、輝
か
し
い
伝

統
と
歴
史
を
誇
る
チ
ー
ズ
の
宝
庫
で
す
。イ
タ
リ
ア
で
は
紀

元
前
１
０
０
０
年
頃
、シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
渡
り
エ
ト
ル
リ
ア
と

呼
ば
れ
て
い
た
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
へ
伝
わ
っ
た
チ
ー
ズ
が
、人
の

手
に
よ
って
北
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
平
原
に
も
た
ら
さ

れ
ま
し
た
。こ
の
今
で
も
食
さ
れ
て
い
る
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ー
ノ 

レッ

ジ
ャ
ー
ノ
や
ペコ
リ
ー
ノ
が
ヨ
ー
ロッ
パ
チ
ー
ズ
の
元
祖
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。イ
タ
リ
ア
は
南
北
に
延
び
、そ
の
地
形
と
変
化

に
富
ん
だ
気
候
風
土
か
ら
様
々
な
チ
ー
ズ
が
各
地
で
生
ま
れ
、

タ
イ
プ
は
北
部
と
南
部
で
はっ
き
り
と
分
か
れ
ま
す
。

　

冷
涼
な
北
部
は
牛
乳
製
の
濃
厚
で
長
期
熟
成
型
の
チ
ー
ズ

に
富
み
、暑
い
南
部
は
新
鮮
な
う
ち
に
食
べ
る
フ
レッ
シュチ
ー

ズ
や
塩
を
き
か
せ
た
硬
質
チ
ー
ズ
が
多
く
、羊
乳
・
水
牛
乳

製
の
チ
ー
ズ
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
代
表
に
モ
ッ
ツ
ァ
レ
ラ
を

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

常
楽
臺
住
職  

今
小
路 

覚
真

《
イ
タ
リ
ア
の
チ
ー
ズ
》   

イ
タ
シ
ョ
ク
　
福
村
直

《
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
》

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
楽
し
く
テ
レ
ビ
で
観
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
競
技
で
日
本
人
選
手
が
活
躍
し
て
い
れ
ば

思
わ
ず
身
を
乗
り
出
し
て
画
面
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
。

　

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
や
凱
旋
門
や
セ
ー
ヌ
川
な
ど
パ
リ
の

景
色
も
随
分
楽
し
み
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
、
不
思
議
な
思
い

に
か
ら
れ
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
の
影
像
に
も
、

高
層
ビ
ル
が
全
く
映
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
エ
ッ
フ
ェ
ル

塔
が
、
凱
旋
門
が
ひ
と
き
わ
そ
び
え
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

高
層
ビ
ル
に
取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
東
京
タ

ワ
ー
と
は
大
違
い
な
景
色
で
し
た
。

　

東
寺
の
五
重
の
塔
や
京
都
タ
ワ
ー
が
均
衡
の
と
れ
た

街
並
に
立
っ
て
い
る
現
在
の
京
都
の
姿
と
同
じ
で
し
た
。

　

五
十
年
先
、
百
年
先
を
想
像
し
た
と
き
、
パ
リ
か
ら
届

い
た
映
像
が
、
貴
重
な
教
え
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
く

れ
て
い
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
末
期
、繰
り
返
さ
れ
る
内
乱
や
災
害
・
疫
病
の
頻

発
に
よ
っ
て
世
は
乱
れ
人
々
は
疲
弊
し
て
い
ま
し
た
。比
叡
山

で
学
び
中
国
唐
代
の
阿
弥
陀
仏
信
仰
者
で
あ
る
善
導
の
教
え

に
接
し
た
法
然
は
承
安
５
年
、 

阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
誰
も
が
等
し
く
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
極
楽
浄
土

に
往
生
す
る
と
説
き
浄
土
宗
を
開
き
ま
し
た
。そ
の
教
え
は
貴

族
か
ら
庶
民
ま
で
多
く
の
人
々
に
支
持
さ
れ
現
代
に
至
る
ま

で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。本
展
は
２
０
２
４
年
に
浄

土
宗
開
宗
８
５
０
年
を
迎
え
る
こ
と
を
機
に
法
然
に
よ
る
浄

土
宗
の
立
教
開
宗
か
ら
弟
子
た
ち
に
よ
る
諸
派
の
創
設
と
教

義
の
確
立
、徳
川
将
軍
家
の
帰
依
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
を
遂

げ
る
ま
で
の
浄
土
宗
の
歴
史
を
全
国
の
浄
土
宗
諸
寺
院
等
が

所
蔵
す
る
国
宝
、重
要
文
化
財
を
含
む
貴
重
な
名
宝
に
よ
っ
て

た
ど
り
ま
す
。困
難
な
時
代
に
分
け
隔
て
な
く
万
人
の
救
済
を

目
指
し
た
法
然
た
ち
先
人
の
生
き
方
や
大
切
に
守
り
伝
え
ら

れ
て
き
た
文
化
財
に
ふ
れ
て
い
た
だ
く
貴
重
な
機
会
で
す
。

京
都
国
立
博
物
館

《
特
別
展 

法
然
と
極
楽
浄
土
》10
月
8
日
〜
12
月
1
日

根
菜
類
に
は
食
物
繊
維
と
カ
リ
ウ
ム
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
！

食
物
繊
維
は
腸
を
刺
激
す
る
こ
と
で
腸
内
環
境
を
整
え
て
、
便
秘
を

改
善
し
て
く
れ
ま
す
。
今
回
は
レ
ン
コ
ン
メ
ニ
ュ
ー
を
ご
紹
介
！

れ
ん
こ
ん
ま
ん
じ
ゅ
う（
４
人
分
）

レ
ン
コ
ン
３
０
０
ｇ
↓
皮
を
剥
い
て
す
り
お
ろ
す
。
エ
ビ
大
４
尾
↓

殻
、
背
わ
た
を
取
り
１
／
４
等
分
に
切
る
。
塩
小
さ
じ
１
／
２

☆
あ
ん
か
け
だ
し
☆

出
し
汁
1
カ
ッ
プ
、
み
り
ん
大
さ
じ
１
・
１
／
２
、
薄
口
醤
油
大
さ

じ
１
、
水
溶
き
片
栗
粉

①
ボ
ー
ル
に
レ
ン
コ
ン
を
す
り
お
ろ
し
、
カ
ッ
ト
し
た
エ
ビ
、
塩
を

入
れ
混
ぜ
、
４
等
分
の
団
子
に
す
る
。（
レ
ン
コ
ン
は
搾
ら
ず
汁
も
そ

の
ま
ま
使
う
！
レ
ン
コ
ン
の
成
分
が
加
熱
す
る
と
固
ま
る
の
で
繋
ぎ

が
不
要
！
）

②
耐
熱
の
深
め
の
小
鉢
に
①
の
団
子
を
入
れ
、
蒸
気
の
上
が
っ
た
蒸

し
器
で
５
分
ほ
ど
蒸
す
！

③
あ
ん
か
け
の
出
し
汁
を
鍋
で
煮
た
た
せ
、
水
溶
き
片
栗
粉
で
と
ろ

み
を
つ
け
る
。

④ 

②
の
上
か
ら
③
の
あ
ん
か
け
を
か
け
て
完
成
！（
お
好
み
で
、
わ

さ
び
や
お
ろ
し
生
姜
を
少
し
上
に
の
せ
て
も
Ｏ
Ｋ
）

健
康
レ
シ
ピ  　
　
　
栄
養
士　

國
松
美
也
子

《
秋
と
い
え
ば
根
菜
！
》

　

次
男
が
比
叡
山
中
学
一
年
と
二
年
生
の
夏
休
み
に
自

転
車
に
て
琵
琶
湖
一
周
挑
戦
、下
鴨
か
ら
山
科
を
超
え

大
津
、瀬
田
、草
津
、彦
根
で
一
泊
、ド
ロ
ド
ロ
の
琵
琶
湖
、

長
浜
、一
本
松
で
一
泊
、ヌ
ル
ヌ
ル
の
琵
琶
湖
、一
気
に

下
り
で
中
庄
浜
公
園
松
林
が
美
し
く
、や
っ
と
琵
琶
湖

が
水
清
く
…

　

そ
れ
か
ら
十
年
後
大
丸
百
貨
店
の
人
員
整
理
で
中
庄

浜
保
養
所
を
譲
り
受
け
、ス
タ
ッ
フ
や
関
係
者
で
利
用
、

時
が
た
て
ば
巨
大
な
建
物
が
問
題
に
、半
分
の
約
八
百

坪
の
土
地
に
四
戸
の
平
屋
を
四
社
で
新
築
、快
適
な
別

荘
生
活
！
箱
館
山
を
背
に
竹
生
島
、伊
吹
山
を
眺
め
、徳

山
鮓
で
月
の
輪
熊
、湖
里
庵
で
湖
魚
を
楽
し
み
、大
雪
に

は
除
雪
に
明
け
暮
れ
、さ
っ
ぱ
り
と
業
平
蕎
麦
で
寛
ぐ
、

メ
タ
セ
コ
イ
ヤ
の
並
木
道
は
当
時
バ
イ
パ
ス
で
し
た
が

今
は
渋
滞
と
か
？
最
近
の
北
湖
西
は
過
密
化
し
て
来
た

様
で
す
。

《
近
江
中
庄
浜
公
園「
松
林
邸
」》

　

前
号
で
緩
和
ケ
ア
と
は
、「
日
本
人
の
情（
こ
こ
ろ
）

を
受
け
継
い
で
い
く
哀
切
な
仕
事
を
受
け
持
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」と
書
き
ま
し
た
。

　

本
居
宣
長
さ
ん
は「
情
」と
書
き「
こ
こ
ろ
」と
読

ま
せ
る
と
き「
心
性
」の
う
ち
の一
領
域
と
し
て
の
情

（
こ
こ
ろ
）を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

宣
長
さ
ん
の「
情（
こ
こ
ろ
）」に
つ
い
て
の
思
索
は
、
和

歌
や
物
語（
源
氏
物
語
）の
う
ち
か
ら「
あ
は
れ
」と

い
う
言
葉
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
が
、宣
長
さ
ん
が
情（
こ
こ
ろ
）と
呼
ぶ「
分

裂
を
知
ら
な
い
直
観
」を
形
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
直
観
は
、
曖
昧
な
印
象
で
も
そ
の
中
に
溺
れ
て

い
れ
ば
す
む
感
情
で
も
な
く
、
眼
前
に
、
明
瞭
に
捕
え

る
こ
と
が
で
き
る
、
和
歌
や
物
語
の
具
体
的
な
姿
で
あ

り
、
そ
の
意
味
の
解
読
を
迫
る
、
自
足
し
た
表
現
の
統

一性
で
す
と
小
林
秀
雄
さ
ん
は
評
論
し
て
い
ま
す
。

《『
揺
れ
る
情（
こ
こ
ろ
）』通
信
⑯
》

稲
荷
山
武
田
病
院
院
長
　
土
屋
宜
之
／
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー
緩
和
ケ
ア
創
設
者


