
レ
シ
ピ
を
読
む
、
楽
譜
を
読
む
、
図
面
を
読
む
（
一
一
）

労
働
者
階
級
の
た
め
の
平
易
な
料
理
の
本

小
野
塚
知
二

徹
底
的
だ
っ
た
。
農
村
の
生
活
は
根
底
的
に
変
わ
り
、
部
分
的
に
は
破

壊
さ
れ
、
一
村
全
体
が
放
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
一
世
代
の
う
ち

に
料
理
の
技
量
と
伝
統
的
レ
シ
ピ
が
永
久
に
失
わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ

は
土
地
と
食
卓
の
間
の
創
造
的
な
相
互
関
係
（
つ
ま
り
す
べ
て
の
優
れ

た
食
文
化
の
源
泉
）
が
危
機
に
曝
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
」（
第
Ⅴ
部
Ｃ

第
四
章
（C

olin Spencer 

執
筆
）p.1222

）。

　

そ
の
こ
と
は
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
英
国
で
刊
行
さ
れ
た
料
理
書（
た

と
え
ばIsabella M

ary B
eeton, The book of household m

anagem
ent, 

1861

や
、A

gnes B
ertha M

arshall, M
rs.A.B.M

arshall’s cookery 
book, 1887

）
に
収
め
ら
れ
た
レ
シ
ピ
の
多
く
が
す
で
に
刊
行
当
時
は

作
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
、
ビ
ー
ト
ン
夫
人
の
家
政
書
の

謎
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

大
陸
出
身
の
料
理
人
た
ち

　

一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
英
国
で
は
名
シ
ェ
フ
ほ
ぼ
例
外
な
く
大
陸
欧

　

こ
の
連
載
の
第
二
回
、
第
五
回
、
第
八
回
で
、
英
国
食
文
化
は
物
的

基
盤
と
人
的
基
盤
の
両
面
で
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に

か
け
て
、
ゆ
っ
く
り
と
着
実
に
衰
退
し
、
英
国
は
、
今
日
わ
た
し
た
ち

が
知
っ
て
い
る
「
ま
ず
い
国
」
に
な
っ
た
と
述
べ
ま
し
た
。
詳
し
く

は
以
下
の
拙
稿
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。「
イ
ギ
リ
ス
食
文
化
衰
退
の
社

会
経
済
史
的
研
究
」
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
学
術
振
興
財
団
『
食
生
活
科
学･

文
化
及
び
地
球
環
境
科
学
に
関
す
る
研
究
助
成 

研
究
紀
要
』
第
一
七

巻
、
二
〇
〇
四
年
五
月
（https://researchm

ap.jp/search_Tom
o/pub-

lished_papers/31548055/attachm
ent_file.pdf

）、｢

イ
ギ
リ
ス
料
理
は

な
ぜ
ま
ず
い
か
？｣

（
井
野
瀬
久
美
惠
編『
イ
ギ
リ
ス
文
化
史
』昭
和
堂
、

二
〇
一
〇
年
）、｢

産
業
革
命
が
イ
ギ
リ
ス
料
理
を
ま
ず
く
し
た｣

（
文

藝
春
秋
編
『
世
界
史
の
新
常
識
』
文
春
新
書
、
二
〇
一
九
年
）。

　

こ
れ
は
、
わ
た
し
だ
け
が
唱
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
食
に

関
す
る
総
合
的
研
究
の
い
ろ
は
で
あ
るK

iple &
 O

rnelas eds., The 
C

am
bridge W

orld H
istory of Food, 2 vols., 2000

（
和
訳
あ
り
）で
も
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
囲
い
込
み
諸
立
法
の
効
果
は

2829

も
の
が
、
実
は
英
国
の
ク
ラ
ブ
、
ホ
テ
ル
、
商
船
会
社
な
ど
を
通
じ
て

形
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
英
国
で
は
一
九
世
紀
前
半
か
ら
料

理
の
名
前
に
フ
ラ
ン
ス
語
が
侵
入
し
、
記
号
化
さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
」

が
英
国
食
文
化
を
席
巻
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
料
理
人
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
英
国
の
下
層
階

級
の
食
事
情
に
驚
き
ま
し
た
。
一
八
二
〇
年
代
生
ま
れ
の
英
国
人
の
平

均
身
長
（
男
性
）
は
一
六
九
・
一
㎝
だ
っ
た
の
に
、
一
八
五
〇
年
代
生

ま
れ
は
一
六
五
・
六
㎝
と
、
わ
ず
か
三
〇
年
間
で
三
・
五
㎝
も
小
さ
く
な

り
ま
し
た
。
栄
養
状
態
の
悪
化
の
結
果
で
す
。

　

大
陸
出
身
の
料
理
人
た
ち
は
、
英
国
の
食
が
食
材
も
調
理
器
具
も
、

そ
し
て
料
理
の
技
と
い
う
点
で
も
、
貧
し
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
フ

ラ
ン
カ
テ
ッ
リ
と
ソ
ワ
イ
エ
は
、
上
流
階
級
や
中
産
階
級
向
け
の
仕
事

で
儲
け
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
手
で
下
層
階
級
の
栄
養
状
態
と

食
文
化
を
恢
復
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
数
少
な
い
人
物
で
す
。

　

序　

文

　

以
下
、
フ
ラ
ン
カ
テ
ッ
リ
の
『
労
働
者
階
級
の
た
め
の
平
易
な
料

理
の
本
』（A Plain C

ookery Book for the W
orking C

lasses, R
out-

ledge, 1852

）
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
序
文
で
す
。

　

｢

本
書
を
書
く
に
当
た
っ
て
の
わ
た
く
し
の
目
的
は
、
み
な
さ
ま
に

日
々
の
食
事
を
用
意
し
調
理
す
る
仕
方
を
お
教
え
す
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
最
低
の
支
出
で
最
大
量
の
栄
養
を
摂
取
で
き
、
さ
ら

に
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
み
な
さ
ま
の
愉
楽
を
増
し
、
ま
た
、
み
な
さ

州
出
身
者
で
し
た
。
ユ
ー
ド
（Louis Eustache U

de, c.1768–1846

）

は
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
後
半
生
を
英
国
各
地
で
活
躍
し
、
英
語
で
フ

ラ
ン
ス
料
理
の
本
を
刊
行
し
た
最
初
期
の
料
理
人
で
す
。
カ
レ
ー
ム

（M
arie-A

ntoine C
arêm

e, 1783-1833

）
は
一
八
一
六
年
か
ら
一
年
余

り
英
国
皇
太
子
（
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
四
世
）
の
料
理
長
を
務
め
ま
す
。
浩

瀚
な
料
理
書
を
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
し
た
初
期
の
料
理
人
で
す
。
フ
ラ
ン

カ
テ
ッ
リ
（C

harles Elm
é Francatelli, 1805-1876

）
は
イ
タ
リ
ア
人

の
両
親
の
も
と
ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ
ま
す
が
、
パ
リ
で
料
理
の
勉
強
を

し
、
カ
レ
ー
ム
の
弟
子
と
し
て
修
行
し
ま
す
。
英
国
に
戻
っ
て
か
ら

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
貴
族
の
家
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
王
宮
、
ク
ロ
ク

フ
ォ
ー
ド
・
ク
ラ
ブ
な
ど
で
シ
ェ
フ
を
務
め
ま
す
。
ソ
ワ
イ
エ
（A

lexis 
B

enoît Soyer, 1810-1858

）
は
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
を
逃
れ
て

渡
英
し
、
リ
フ
ォ
ー
ム
・
ク
ラ
ブ
の
シ
ェ
フ
と
し
て
厨
房
と
調
理
器
具

の
近
代
化
を
推
進
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
飢
饉
や
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
も
貧

民
や
下
層
兵
士
向
け
の
食
事
供
給
で
活
躍
し
ま
し
た
。
エ
ス
コ
フ
ィ
エ

（G
eorges A

uguste Escoffier, 1846-1935

）
は
、
カ
レ
ー
ム
の
技
法
の

う
え
に
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
文
字
で
集
大
成
し
た
人
物
で
す
。
彼
は

一
八
九
〇
年
以
降
、
サ
ヴ
ォ
イ
、
リ
ッ
ツ
・
ロ
ン
ド
ン
、
カ
ー
ル
ト
ン

な
ど
英
国
の
ホ
テ
ル
の
料
理
人
を
務
め
、
ま
た
商
船
会
社
の
顧
問
と
し

て
客
船
の
料
理
を
担
当
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
「
世
界
標
準
」
と
し

ま
し
た
。
こ
の
五
人
は
い
ず
れ
も
下
層
の
出
身
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
現
在
わ
た
し
た
ち
が
カ
レ
ー
ム
や
エ
ス

コ
フ
ィ
エ
の
著
作
に
基
づ
い
て
「
フ
ラ
ン
ス
料
理
」
と
認
識
し
て
い
る

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（一一）



　

レ
シ
ピ
第
一
三
番　

ベ
ー
コ
ン
と
キ
ャ
ベ
ツ
の
ス
ー
プ

　

｢

ベ
ー
コ
ン
と
キ
ャ
ベ
ツ
か
ら
夕
食
を
拵
え
る
段
に
な
る
と
、
し
ば

し
ば
、
そ
れ
ら
を
茹
で
た
煮
汁
を
捨
て
て
し
ま
う
か
、
よ
く
て
も
豚
が

い
れ
ば
そ
の
餌
に
し
て
し
ま
う
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
間
違

い
で
す
。
以
下
の
指
示
を
注
意
深
く
守
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
人

が
食
べ
ら
れ
る
の
で
す
。入
手
し
た
ベ
ー
コ
ン
の
塊
を
二
ガ
ロ
ン（
ベ
ー

コ
ン
の
量
に
応
じ
て
加
減
）
の
水
で
茹
で
ま
す
。
沸
騰
し
た
ら
ア
ク
を

取
り
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
ケ
ー
ル
、
青
物
、
芽
キ
ャ
ベ
ツ
を
よ
く
洗
い
刻
ん

で
加
え
ま
す
。
蕪
や
人
参
も
入
れ
ま
し
ょ
う
。
胡
椒
で
香
り
を
つ
け
ま

す
が
、
ベ
ー
コ
ン
が
ス
ー
プ
に
充
分
な
味
を
出
し
て
く
れ
る
か
ら
塩
は

不
要
で
す
。
す
べ
て
を
二
時
間
ゆ
っ
く
り
と
煮
た
ら
、
ベ
ー
コ
ン
を
取

り
出
し
、
野
菜
は
ス
ー
プ
の
中
に
残
し
、
パ
ン
を
入
れ
た
大
皿
に
ス
ー

プ
を
盛
り
付
け
ま
す
。
野
菜
ス
ー
プ
を
含
ん
だ
パ
ン
を
先
に
食
べ
、
最

も
多
く
の
ス
ー
プ
を
食
べ
た
者
が
、
最
も
大
き
な
ベ
ー
コ
ン
を
食
べ
る

と
い
う
規
則
に
し
ま
し
ょ
う
」。

　

英
国
は
獣
脂
食
文
化
圏
に
属
し
ま
す
が
、
一
九
世
紀
中
葉
の
下
層
階

級
は
動
物
性
脂
肪
や
動
物
性
蛋
白
質
の
摂
取
量
が
僅
か
だ
っ
た
こ
と
は

諸
種
の
証
拠
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
顕
著
な
体
格
悪
化
の
最
大
の
原

因
で
す
。
フ
ラ
ン
カ
テ
ッ
リ
は
ベ
ー
コ
ン
と
い
う
脂
肪
・
蛋
白
質
摂
取

源
と
し
て
最
も
安
価
な
食
材
を
用
い
て
、
野
菜
と
パ
ン
も
た
く
さ
ん
食

べ
ら
れ
る
料
理
を
勧
め
た
の
で
し
た
。

ま
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
な
ら
さ
さ
や
か
な
資
力
を
増
す
こ
と
に
も
な
る

で
し
ょ
う
。
所
収
の
レ
シ
ピ
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
毎
日
の
簡

単
な
も
の
か
ら
、
誕
生
日
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
そ
の
他
祭
事
の
た
め
の
よ

り
お
い
し
い
料
理
ま
で
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

わ
た
く
し
の
指
示
を
適
切
に
実
行
す
る
た
め
に
は
、
若
干
の
調
理
器

具
が
必
要
で
す
。
勤
勉
で
、
健
康
で
、
雇
用
が
途
切
れ
な
い
な
ら
ば
、

多
く
の
場
合
、
本
書
の
読
者
は
な
に
が
し
か
の
金
額
を
貯
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
金
銭
の
一
部
は
以
下
の
よ
う
な

調
理
器
具
を
購
入
す
る
の
に
費
や
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。す
な
わ
ち
、

焜
炉
（
片
側
も
し
く
は
火
床
下
に
オ
ヴ
ン
を
備
え
、
火
力
を
調
節
で
き

る
も
の
）。
こ
の
器
具
が
あ
れ
ば
熱
と
燃
料
を
節
約
で
き
ま
す
。
火
床

の
後
ろ
側
は
湯
沸
か
し
器
に
な
っ
て
い
る
べ
き
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

み
な
さ
ま
は
常
に
熱
湯
が
使
え
ま
す
。
そ
の
利
点
は
非
常
に
大
き
い
の

で
す
。
そ
う
し
た
貧
民
向
け
焜
炉
は
大
規
模
な
も
の
は
近
代
的
な
寄
宿

舎
な
ど
に
は
す
で
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
焜
炉
に
加
え
て
、

三
ガ
ロ
ン
（
約
一
三
・
五
㍑
）
の
蓋
付
き
深
鍋
、
一
ガ
ロ
ン
（
約
四
・
五

㍑
）
の
小
鍋
、
半
ガ
ロ
ン
の
小
鍋
、
フ
ラ
イ
パ
ン
、
焼
き
網
、
丈
夫
な

パ
ン
焼
き
皿
で
す
」。

　

フ
ラ
ン
カ
テ
ッ
リ
は
こ
れ
ら
に
桶
や
樽
な
ど
も
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
価
格
を
挙
げ
て
合
計
を
六
ポ
ン
ド
一
二
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス（=

六
・

六
二
ポ
ン
ド
）
と
計
算
し
て
い
ま
す
。

　

｢

も
し
読
者
の
み
な
さ
ま
の
中
に
病
や
そ
の
他
の
障
碍
で
こ
れ
だ
け

の
貯
え
が
な
い
方
は
、
週
賃
金
の
中
か
ら
わ
ず
か
で
も
貯
め
て
こ
れ
ら

3031

得
額
は
、
地
域
や
職
種
や
季
節
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
お
よ
そ
年

収
で
七
五
〜
九
〇
ポ
ン
ド
ほ
ど
で
す
。
フ
ラ
ン
カ
テ
ッ
リ
の
求
め
た
調

理
器
具
の
合
計
額
は
、
お
よ
そ
一
ヶ
月
分
の
稼
得
額
に
相
当
し
ま
す
。

　

熟
練
労
働
者
は
一
週
一･

五
ポ
ン
ド
ほ
ど
稼
い
で
い
ま
し
た
が
、
彼

（skill

は
技
能
や
腕
前
で
は
な
く
、
入
職
資
格
を
意
味
し
て
お
り
、
当

時
は
熟
練
職
に
就
け
る
の
は
ほ
ぼ
成
人
男
性
だ
け
）
は
、
妻
子
を
賃
労

働
に
就
か
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
強
い
不
文
律
に
縛
ら
れ
て
い
ま
し
た

し
、
子
は
男
女
と
も
十
代
前
半
ま
で
は
学
校
に
通
わ
せ
ま
し
た
か
ら
、

そ
の
授
業
料
も
週
一
・
五
ポ
ン
ド
の
中
か
ら
支
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
う
え
老
親
の
介
護
で
も
あ
っ
た
ら
、
彼
ら
は
労
働
者
全
体

の
中
で
は
高
賃
金
層
で
す
が
、
生
活
は
か
つ
か
つ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

不
熟
練
労
働
者
（
技
能
や
腕
前
が
低
い
の
で
は
な
く
て
、
熟
練
職
種
へ

の
入
職
資
格
の
な
い
者
）
は
一
週
一
ポ
ン
ド
弱
稼
ぎ
、
妻
子
も
働
く
の

で
、
家
計
稼
得
額
が
一
・
五
ポ
ン
ド
を
超
え
る
家
庭
も
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
、
彼
ら
は
労
働
の
時
間
帯
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
家
庭
で
の
食
事

は
稀
で
、
外
食
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
調
理
器
具
を
揃
え
る
の
に

六
ポ
ン
ド
以
上
も
支
出
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

フ
ラ
ン
カ
テ
ッ
リ
も
そ
ん
な
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
、
労
働
者
上
層

（
熟
練
労
働
者
）
の
家
庭
向
け
に
こ
の
本
を
書
い
た
は
ず
で
す
。
勤
勉

や
節
約
の
美
徳
を
守
り
、
労
組
に
加
入
し
て
将
来
に
備
え
、
飲
酒
を
控

え
、
新
聞
や
本
を
読
み
、
知
的
向
上
を
怠
ら
ず
、
夕
食
は
家
族
で
と
も

に
摂
る
と
い
う
生
活
習
慣
（“respectability”

）
を
実
践
す
る
人
び
と

で
な
け
れ
ば
、
本
書
を
手
に
取
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

の
品
物
を
買
っ
て
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
み
な
さ
ま
の
ご
家
族
は
き
ち

ん
と
し
た
食
事
が
で
き
、
ご
家
庭
は
快
適
に
な
り
ま
す
。

　

最
後
に
ご
自
分
で
パ
ン
焼
き
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
一
言
。
こ
の
優

れ
た
行
い
を
採
る
な
ら
ば
、
支
出
を
節
約
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り

実
質
的
で
滋
養
に
な
る
食
材
を
入
手
可
能
に
な
る
と
請
け
合
い
ま
す
。

そ
う
す
る
な
ら
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
米
、
豆
粉
、
明
礬
に
頼
ら
ず
に
済
み
ま

す
。
こ
れ
ら
は
パ
ン
を
焼
く
に
は
不
適
な
材
料
で
す
。
パ
ン
作
り
に
必

要
な
の
は
、
一
な
い
し
二
ブ
ッ
シ
ェ
ル
［
二
八
〜
五
六
㌔
］
の
小
麦
粉

を
捏
ね
る
こ
と
の
で
き
る
樽
か
捏
ね
鉢
（trough

）
だ
け
で
す
。
こ
の

樽
は
発
酵
に
便
利
で
す
。
パ
ン
生
地
の
発
酵
法
に
つ
い
て
は
本
書
中
で

平
易
に
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
調
理
器
具
を
入
手
す
る
必
要
性
を
右
で
指
摘
し
ま
し
た
が
、

さ
ら
に
、
大
き
な
注
意
を
払
っ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
完
璧
に
清
潔
に
保

つ
こ
と
も
大
切
で
す
。
実
用
的
で
経
済
的
な
調
理
過
程
に
と
っ
て
器
具

保
全
が
ど
れ
ほ
ど
有
益
か
を
一
度
ど
こ
か
で
お
示
し
し
ま
し
ょ
う
。
そ

し
て
そ
れ
が
堅
実
で
平
易
で
あ
る
の
を
み
な
さ
ま
ご
自
身
が
ご
家
庭
で

試
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
切
に
願
う
も
の
で
す
」。

　

想
定
さ
れ
て
い
る
読
者

　

あ
る
べ
き
食
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
を
懇
切
に
教
え
込
も
う
と
す
る
強
い

意
思
を
感
じ
さ
せ
る
序
文
で
す
。
熱
湯
の
常
備
は
そ
の
象
徴
で
す
。
で

は
、
そ
の
食
生
活
を
実
践
で
き
る
人
び
と
は
労
働
者
階
級
の
中
に
ど
れ

ほ
ど
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
本
書
刊
行
当
時
の
熟
練
労
働
者
の
平
均
稼

お
の
づ
か
・
と
も
じ

東
京
大
学
特
任
教
授
／
名
誉
教
授

　　レシピを読む、楽譜を読む、図面を読む（一一）


