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上
流
階
級
だ
け
で
な
く
職
人
や
商
人
階

層
の
上
層
部
分
に
も
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
習
慣

が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
パ
リ

か
ら
馬
車
で
往
復
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
変

で
は
な
か
っ
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
沿
岸

都
市
は
保
養
地
と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
て
い
た
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
海
浜
で

の
避
暑
は
、
す
で
に
一
八
二
〇
年
代
に
始

ま
っ
て
い
た
が
、
鉄
道
の
発
達
は
、
こ
う

し
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
・
ブ
ー
ム
を
さ
ら

に
加
速
さ
せ
た
。

　

具
体
的
に
は
、一
八
四
三
年
に
は
、パ

リ
・
ル
ー
ア
ン
間
の
鉄
道
が
開
通
す
る
。

パ
リ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
駅
（
今
の
サ
ン
ラ
ザ

ー
ル
駅
）を
起
点
と
す
る
こ
の
路
線
は
、

一
八
四
七
年
に
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
ま
で
、

一
八
四
八
年
に
は
デ
ィ
エ
ッ
プ
、一
八
五
五

年
に
は
つ
い
に
カ
ー
ン
ま
で
延
伸
し
、
第

二
帝
政
期
に
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ほ
ぼ

全
域
に
鉄
道
網
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

実
際
一
八
七
〇
年
代
の
女
性
雑
誌
や
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
な
ど
を
見
る
と
、
デ
ィ
エ

ッ
プ
や
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ル
な
ど
の
保
養
地
で

夏
を
過
ご
す
パ
リ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル

た
ち
の
様
子
を
多
色
刷
り
で
描
い
た
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
プ
レ
ー
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

豪
華
ホ
テ
ル
の
登
場

　

二
つ
目
の
契
機
は
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン

を
併
設
す
る
豪
華
ホ
テ
ル
の
登
場
で
あ

る
。
と
り
わ
け
第
二
帝
政
期
以
降
に
な
る

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
経
済
交
流
が
盛

ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
欧
州
各
地
に
豪
華

ホ
テ
ル
が
出
現
し
た
（
宮
殿
や
貴
族
の
邸

宅
の
様
式
を
模
し
た
ス
タ
イ
ル
で
パ
ラ
ス

＝
パ
レ
ス
と
呼
ば
れ
た
）。
パ
リ
の
豪
華

ホ
テ
ル
の
は
し
り
は
、
ル
・
ム
ー
リ
スLe 

M
eurice

（
一
八
三
二
年
）、ル・ル
ー
ヴ
ル

Le Louvre

（
一
八
五
五
年
）
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
後
、
オ
ペ
ラ
座
近
く
に
ル
・
グ
ラ
ン

ド
テ
ルLe Grand H

ôtel

（
一
八
六
二

年
）
が
建
て
ら
れ
た
。
ジ
ャ
ン
＝
ロ
ベ
ー

ル
・
ピ
ッ
ト
『
フ
ラ
ン
ス
・
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ

ー
』（
一
九
九
一
年
）（
注
１
）
に
よ
れ
ば
、
商

用
あ
る
い
は
観
光
で
欧
州
各
地
を
往
来
す

る
内
外
の
富
裕
階
級
を
顧
客
と
し
て
狙

う
豪
華
ホ
テ
ル
が
、
そ
の
流
行
を
迎
え
た

の
は
一
八
八
〇
年
代
だ
と
い
う
。
ロ
ン
ド

ン
、
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン
、
パ
リ
、
リ
ヴ

ィ
エ
ラ
、
ル
・
ト
ゥ
ー
ケ
、
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ル
、

ド
ー
ヴ
ィ
ル
、
カ
ブ
ー
ル
等
の
地
に
続
々

と
パ
ラ
ス
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
ホ
テ
ル
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
フ

ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
経
営

さ
れ
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
代
表
格
が
セ

フ
ラ
ン
ス・

ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の

外
延
の
広
が
り

　

欧
州
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
名
声

は
一
七
世
紀
か
ら
顕
著
で
あ
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
の
料
理
人
が
欧
州
各
地
の
宮
廷
に
招

し
ょ
う

聘へ
い

さ
れ
て
腕
を
振
る
っ
た
歴
史
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、一
九
世
紀
に
な
る
と
フ
ラ
ン
ス
・

ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の
さ
ら
な
る
発
展
を
促

す
契
機
が
二
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

鉄
道
網
の
整
備

　

そ
の
一
つ
が
、
鉄
道
の
発
達
で
あ
る
。

一
八
四
〇
年
代
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
ワ
ー
ル
の
再
発
見

―
―
徒
歩
か
ら
馬
車
、鉄
道
、車
、そ
し
て
徒
歩
へ
の
回
帰

立
教
大
学
名
誉
教
授

北
山  

晴
一 2



8

ザ
ー
ル
・
リ
ッ
ツ
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
エ

ス
コ
フ
ィ
エ
の
コ
ン
ビ
で
は
な
い
か
と
思

う
。
一
九
世
紀
か
ら
二
○
世
紀
に
か
け
て

の
フ
ラ
ン
ス
の
食
文
化
の
栄
光
は
そ
の
多

く
を
こ
の
二
人
に
負
っ
て
い
る
と
さ
え
い

え
よ
う
。

　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
エ
ス
コ
フ
ィ
エ

（
一
八
四
六
〜
一
九
三
五
）
は
、
ニ
ー
ス
の

ク
ラ
ブ
・
マ
セ
ナ
や
パ
リ
の
プ
テ
ィ
・
ム

ー
ラ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
な
ど
で
修
業
し
た
後
、

当
代
随
一
の
仕
出
し
店
シ
ュ
ヴ
ェ
、
そ
し

て
レ
ス
ト
ラ
ン
・
メ
ー
ル
に
入
店
。
そ
の

後
、
南
仏
に
戻
り
、
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
の
グ

ラ
ン
ド
テ
ル
へ
。
そ
こ
で
ス
イ
ス
出
身
の

セ
ザ
ー
ル
・
リ
ッ
ツ
と
出
会
っ
た
の
で
あ

る
。
一
八
九
〇
年
に
は
、
二
人
で
ロ
ン
ド

ン
の
サ
ヴ
ォ
イ
・
ホ
テ
ル
の
再
建
を
請
け

負
い
、
成
功
に
導
い
た
。
ロ
ー
マ
の
グ
ラ

ン
ド
テ
ル
に
も
手
を
貸
し
、
一
八
九
八
年

に
は
パ
リ
に
ホ
テ
ル
・
リ
ッ
ツ
を
、
ロ
ン

ド
ン
に
カ
ー
ル
ト
ン
・
ホ
テ
ル
を
つ
く
っ

た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
セ
ザ
ー
ル
・
リ

ッ
ツ
が
ホ
テ
ル
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
エ

ス
コ
フ
ィ
エ
が
レ
ス
ト
ラ
ン
と
料
理
の
責

任
者
と
し
て
知
恵
を
絞
る
と
い
う
絶
妙
の

役
割
分
担
が
功
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。

大
都
会
や
有
名
保
養
地

以
外
の
場
所
で
の
旅
は
？

　
モ
ー
パッ
サ
ン
作『
女
の
一
生
』（
一
八
八
三

年
、杉
捷
夫
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
七
九
年

版
、一
部
表
記
を
変
更
）は
、気
の
滅
入
る

作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
生
き
る
歓

よ
ろ
こ

び
の
充

じ
ゅ
う

溢い
つ

す
る
場
面
を
描
い
た
箇
所
が
数

ペ
ー
ジ
あ
る
。コ
ル
シ
カ
へ
の
新
婚
旅
行
を

描
い
た
箇
所
が
そ
う
だ
。
小
説
の
な
か
で

の
時
代
設
定
は
一
八
一
九
年
夏
と
な
っ
て
い

る
が
、
実
際
の
描
写
は
、
作
者
が
一
八
八
〇

年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
経
験
し
た
旅

行
の
見
聞
を
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
コ
ル
シ
カ
南
部
の
港
町
ア
ジ
ャ
チ
オ
。ジ

ャ
ー
ヌ
と
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
新
婚
カ
ッ
プ
ル
は
、

「
青
々
と
し
た
湾
の
奥
に
か
く
れ
た
こ
の

小
さ
な
町
、…
…
山
々
の
と
ば
り
の
う
し

ろ
に
か
く
さ
れ
た
、か
ま
ど
の
よ
う
に
暑
い

町
に
、
三
日
間
滞
在
し
た
」
あ
と
、コ
ル
シ

カ
特
有
の
荒
々
し
い
自マ

キ然
の
な
か
を
、い
ま

の
地
図
で
い
え
ば
県
道
Ｄ
81
号
線
に
沿
っ

て
ピ
ア
ナ
ま
で
行
く
旅
行
の
準
備
を
す
る
。

　
そ
れ
か
ら
二
人
の
旅
行
の
た
め
に

旅り
ょ
て
い程

が
立
て
ら
れ
た
。
ど
ん
な
困
難

な
通
路
で
も
し
り
ご
み
し
な
い
た
め

に
、
二
人
は
馬
を
借
り
る
こ
と
に
き

め
た
。
そ
こ
で
か
ん
の
強
そ
う
な
眼

を
し
た
、
や
せ
た
、
疲
れ
る
こ
と
を

知
ら
ぬ
コ
ル
シ
カ
の
小
さ
な
種た

ね
う
ま馬
を

二
頭
手
に
い
れ
て
、あ
る
朝
、日
の
出

に
出
発
し
た
。
騾ら

ば馬
に
乗
っ
た
案
内

人
が
二
人
に
同
行
し
て
食
料
品
を
運

ん
だ
。
こ
の
未
開
の
地
方
に
は
旅
籠

な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
宿
屋
も
ホ
テ
ル
も
な
い
土
地
を
旅
す
る

人
は
、食
べ
物
は
自
前
で
持
参
し
た
と
し

て
も
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
夜
を
過
ご
せ
ば

よ
い
の
か
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
レ
『
旅
人
た

ち
の
食
卓
』（
邦
訳
一
九
八
九
年
）（
注
２
）

は
、
か
つ
て
の
宿
泊
手
段
に
つ
い
て
「
土

地
の
住
民
に
招
待
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
だ
い
た
い
、
旅
人
た
ち
の
宿
泊
先
は
宿

屋
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
が
、
当
時

の
コ
ル
シ
カ
で
は
町
を
外
れ
れ
ば
そ
の
宿

屋
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
、
絶

壁
の
多
い
山
岳
地
帯
を
抜
け
、
馬
に
ま
た

が
り
、
サ
ゴ
ー
ヌ
の
湾
を
回
り
な
が
ら
下

り
始
め
、
夕
方
に
な
っ
て
カ
ル
ジ
ェ
ー
ズ

を
通
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
先
が
、

ピ
ア
ナ
で
あ
る
。

　
ピ
ア
ナ
に
着
い
て
、
遠
い
昔
の
時

代
に
や
っ
た
よ
う
な
、
ま
た
へ
ん
ぴ

な
地
方
で
や
る
よ
う
な
や
り
方
で
、

一
夜
の
宿
を
乞こ

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
叩
い
た
戸

口
が
開
く
の
を
待
ち
な
が
ら
、
ジ
ャ

ー
ヌ
は
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
か
ら
だ
が

震
え
た
。
ほ
ん
と
に
！
こ
れ
こ
そ
た

し
か
に
旅
で
あ
っ
た
！
人
の
足
跡
の

ま
れ
な
往
来
の
予
期
し
な
い
こ
と
が

こ
と
ご
と
く
お
膳ぜ

ん

立だ

て
さ
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。

　
ち
ょ
う
ど
相
手
も
若
い
夫
婦
で
あ

っ
た
。
神
か
ら
送
ら
れ
た
客
人
を
家

長
た
ち
が
迎
え
た
に
相
違
な
い
や
り

方
で
二
人
を
招
じ
入
れ
た
。
二
人
は

と
う
も
ろ
こ
し
の
藁わ

ら

の
上
で
眠
っ
た
。

虫
の
食
い
荒
し
た
古
い
家
で
あ
っ
た
。

　

幸
せ
い
っ
ぱ
い
の
ジ
ャ
ー
ヌ
の
様
子
が

伝
わ
っ
て
く
る
一
節
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
、
こ
の

『
女
の
一
生
』
の
二
年
後
に
発
表
し
た
作

品
『
ベ
ラ
ミ
』
で
は
、
パ
リ
の
食
事
風
景



9 特集◉ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と文化表現の変遷
特集２フランスにおけるテロワールの再発見——徒歩から馬車、鉄道、車、そして徒歩への回帰

を
詳
細
に
描
い
て
興
味
深
い
が
、『
女
の

一
生
』
で
は
、
幸
せ
な
食
事
風
景
ど
こ
ろ

か
、
食
事
の
場
面
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
。
あ
た
か
も
、
食
べ
る
歓

び
は
パ
リ
の
よ
う
な
大
都
会
や
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
の
よ
う
な
保
養
地
に
特
有
の
も
の

だ
と
で
も
言
い
た
げ
な
扱
い
な
の
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
初
頭
か
ら

第
一
次
世
界
大
戦
後
の

ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
変
化

　
一
家
全
員
が
車
に
乗
り
込
ん
で
ヴ
ァ
カ

ン
ス
に
出
発
、
道
々
、
地
方
料
理
を
賞
味

し
て
い
く
、
と
い
う
の
は
、
現
代
フ
ラ
ン

ス
の
最
も
一
般
的
な
余
暇
利
用
形
態
で
あ

る
。こ
の
習
慣
が
始
ま
っ
た
の
は
、第
一
次

世
界
大
戦
の
終
わ
っ
た
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

車
の
登
場
が
生
む

地
方
料
理
と
の
出
合
い

　

国
道
沿
い
の
、
あ
る
い
は
国
道
か
ら
村

の
道
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
か
つ

て
の
宿
駅
を
引
き
継
い
だ
よ
う
な
オ
ー
ベ

ル
ジ
ュ
は
「
村
の
結
婚
式
や
宴
会
、
あ
る

い
は
商
用
で
移
動
す
る
人
た
ち
を
相
手

に
辛
う
じ
て
命
脈
を
つ
な
い
で
い
た
が
」、

二人は山岳地帯を抜けて
ようやくピアナにたどり着いた
Alamy / JTB Photo

現在のピアナ（コルシカ）
世界自然遺産
ピアナのカランケ、ジロラータ湾、
スカンドーラ自然保護区を含む
ポルト湾
AGE Fotostock/ JTB Photo
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車
で
ど
こ
に
で
も
入
っ
て
く
る
旅
行
者
の

到
来
は
、「
天
か
ら
の
贈
り
物
」
で
あ
っ

た
（
前
出
『
フ
ラ
ン
ス
・
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ

ー
』）。
都
市
の
人
間
が
、
こ
う
し
て
よ
う

や
く
自
分
の
舌
で
、
地
方
料
理
に
接
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
車
で
の
食
べ
歩
き

の
習
慣
は
、
最
初
は
実
業
界
や
政
界
、
ま

た
は
弁
護
士
、
医
者
と
い
っ
た
自
由
職

業
の
人
々
な
ど
、
金
と
時
間
に
余
裕
の

あ
る
上
流
階
級
の
人
々
の
間
か
ら
で
あ
っ

た
。
車
は
ま
だ
超
贅
沢
品
だ
っ
た
し
、
ヴ

ァ
カ
ン
ス
な
ど
一
般
庶
民
に
は
手
の
届
く

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
車
と

旅
と
食
事
の
三
位
一
体
が
一
般
の
家
庭
生

活
に
入
り
込
む
の
は
、
お
そ
ら
く
戦
後
の

一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
地
方
料
理
の

発
見
に
最
も
貢
献
し
た
の
は
キ
ュ
ル
ノ
ン

ス
キ
ー
（
一
八
七
二
〜
一
九
五
六
、
本
名

モ
ー
リ
ス
・
サ
イ
ア
ン
）
で
あ
る
。
彼
は
、

一
九
〇
七
年
、
タ
イ
ヤ
会
社
ミ
シ
ュ
ラ
ン

社
（
注
３
）
の
依
頼
で
後
に
同
社
の
マ
ス
コ

ッ
ト
人
形
（
タ
イ
ヤ
を
か
た
ど
っ
た
太
っ

た
大
男
）
と
な
る
ビ
ベ
ン
ド
ゥ
ム
な
る
人

物
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
、
大
部

数
を
誇
る
当
時
の
大
衆
紙
「
ル
・
ジ
ュ
ル

ナ
ル
」
に
「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
月
曜
日
」
な

る
車
礼
賛
の
コ
ラ
ム
を
連
載
し
始
め
た
。

こ
れ
が
大
受
け
し
て
、
車
と
食
事
の
結
び

つ
き
に
先せ

ん
べ
ん鞭

を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

｢

食｣

が
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
文
化
に

　

以
後
、
二
十
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、

彼
は
自
ら
車
を
運
転
し
て
フ
ラ
ン
ス
各

地
の
郷
土
料
理
を
探
索
、
そ
の
間
『
フ
ラ

ン
ス
食
べ
歩
き
』（
二
十
八
巻
）
を
書
き

続
け
た
。
一
九
三
三
年
に
は
、
こ
れ
ら
を

一
巻
に
ま
と
め
て
『
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
宝

庫
』
と
し
て
出
版
し
た
。
凝
り
性
の
彼

は
、
南
仏
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
で
町
の
名

物
料
理
カ
ス
レ
ー
（
白
い
ん
げ
ん
豆
と
豚

肉
、
羊
肉
、
フ
ォ
ア
グ
ラ
の
脂
な
ど
が
主

体
）
を
注
文
、
一
〇
〇
％
昔
な
が
ら
の
調

理
法
を
要
求
し
た
た
め
に
十
四
時
間
も
待

た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
書

い
て
い
る
。
こ
の
話
は
大
変
に
有
名
に
な

り
、
彼
の
名
声
を
さ
ら
に
高
め
た
。 

　

こ
う
し
て
、
車
で
の
旅
行
の
流
行
が
、

一
九
世
紀
以
来
の
食
文
化
の
伝
統
を
新
時

代
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
嗜し

好こ
う

へ
と
結
び
つ

け
、
ひ
い
て
は
「
食
べ
る
こ
と
」
へ
の
関
心

を
フ
ラ
ン
ス
人
全
体
の
国
民
文
化
と
し
て

定
着
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

　

エ
リ
ー
ト
階
級
の
観
光
行
動
と
は
別

に
、
一
九
三
六
年
の
有
給
休
暇
法
の
成
立

に
よ
っ
て
年
間
数
週
間
の
長
期
ヴ
ァ
カ
ン

ス
（
当
初
は
二
週
間
、
現
在
で
は
約
四
週

間
）
を
取
得
す
る
習
慣
が
国
民
的
規
模
で

定
着
し
た
。
以
来
、
労
働
者
階
層
を
含
む

一
般
の
人
々
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
消
費
も
確
実

に
成
長
し
定
着
し
た
。
豪
華
レ
ス
ト
ラ
ン

で
食
事
は
し
な
く
て
も
、
地
方
の
小
都
市

の
隠
れ
た
美
食
を
発
見
す
る
喜
び
を
、
少

し
の
努
力
で
誰
も
が
享
受
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
エ
ー

ル
・
ブ
ノ
ア
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
『
ス

ー
セ
イ
ラ
ッ
ク
で
の
昼
食
』（
一
九
三
一
年
）

（
注
４
）
。
サ
ス
ペ
ン
ス
仕
立
て
の
こ
の
小
説

は
す
で
に
発
表
直
後
か
ら
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
入
る
ほ
ど
の
人
気
作
（
後
に
一
九
九
〇

年
に
テ
レ
ビ
映
画
化
）
で
あ
っ
た
が
、
作

中
、
パ
リ
か
ら
車
で
や
っ
て
き
た
二
人
の

男
が
、
フ
ラ
ン
ス
中
央
山
塊
南
側
の
険
し

い
山
中
を
通
る
街
道
で
車
が
故
障
し
、
仕

方
な
く
街
道
筋
に
あ
る
ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト

ラ
ン
で
昼
食
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
田
舎
料

理
と
馬
鹿
に
す
る
な
か
れ
、
こ
れ
が
す
ご

い
料
理
だ
っ
た
、
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

　

小
説
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
一
年

の
こ
と
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
民

衆
が
ヴ
ァ
カ
ン
ス
を
享
受
し
、
地
方
の
食

文
化
を
礼
賛
す
る
以
前
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、
こ
う
し
た
作
品
の
出
現
が
現
在
の

フ
ラ
ン
ス
人
の
テ
ロ
ワ
ー
ル
（
注
５
）
志
向

を
深
層
で
醸
成
し
続
け
て
い
る
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。

　

人
知
れ
ず
存
在
す
る
地
方
の
宿
と
そ

こ
で
出
さ
れ
る
昔
な
が
ら
の
素
朴
で
実

質
的
な
料
理
、
そ
う
し
た
隠
れ
た
宝
物

を
発
見
す
る
と
い
う
筋
書
き
は
、
そ
れ

を
私
な
り
に
「
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
幻
想
」
と

呼
び
た
い
が
、
そ
う
し
た
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ

幻
想
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
魂
の
な
か
に
確
実

に
根
付
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い

え
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ

を
語
る
ま
と
も
な
文
献
は
ほ
と
ん
ど
な

い
か
、
あ
っ
て
も
断
片
的
な
も
の
し
か
な

い
。
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い

の
か
。
お
そ
ら
く
、
だ
か
ら
こ
そ
幻
想
を

生
み
出
す
酵
母
に
な
っ
て
い
る
と
で
も

考
え
て
お
こ
う
。
試
み
に
、
ネ
ッ
ト
で
オ

ー
ベ
ル
ジ
ュA

uberge

を
検
索
し
て
み
る

と
、Auberge de la D

iligence

と
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
ロ
ワ
レLoiré

と
い
う
町
に

あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
か
つ
て
は
長
距
離

馬
車Diligence

の
馬
を
替
え
る
た
め
の
宿
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駅
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
と
わ
れ
わ

れ
の
幻
想
を
募
ら
せ
る
）
。
ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ

イ
ド
で
星
一
つ
、
別
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
クLe 

Petit Futé
で
も
評
価
の
高
い
店
で
あ
っ
た
。

「
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
」か
ら

遠
く
離
れ
て

～
テ
ロ
ワ
ー
ル
と

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
、

巡
礼
の
旅
の
時
代
に

　

最
近
、
ま
す
ま
す
人
気
を
伸
ば
し
て
い

る
ヴ
ァ
カ
ン
ス
形
態
を
二
つ
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
い
ず
れ
も
、
あ
る
意
味
で
コ
ラ

ム
「
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
考
」
の
「
ア
ナ
ロ
グ

性
」
を
求
め
る
欲
望
傾
向
に
沿
っ
た
形
態

だ
と
い
え
よ
う
。

農
村
民
宿

　
一
つ
は
、
農
村
民
宿gîte rural

と
い
う

宿
泊
形
態
の
発
展
に
つ
い
て
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
版
Ｂ
＆
Ｂ
（
ベ
ッ
ド
＆
ブ
レ
ッ
ク

フ
ァ
ー
ス
ト
）
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
農
村

民
宿
が
誕
生
し
た
の
は
、
一
九
五
五
年
の

こ
と
。
そ
の
後
、
順
調
に
利
用
客
を
伸
ば

し
て
、
現
在
で
は
、
契
約
貸
主
数
（
農
村

民
宿
数
）
四
万
四
千
件
、
延
べ
利
用
日
数

三
千
五
百
万
日
、
売
り
上
げ
四
億
五
千
万

ユ
ー
ロ
。
年
間
占
有
率
（
貸
出
期
間
／
開

設
期
間
）
は
四
三
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

家
具
つ
き
家
屋
の
棟
数
は
一
万
二
百
棟
、

年
間
増
加
数
は
五
百
棟
（
約
一
千
五
百
部

屋
）、
棟
あ
た
り
の
貸
出
期
間
は
年
平
均

十
六
週
。
一
人
平
均
三
泊
と
な
っ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
。
宿
泊
料
金
（
二
人
分
）
は

朝
食
付
き
で
五
十
四
ユ
ー
ロ
。
か
な
り
の

安
さ
で
あ
る
。
夕
食
メ
ニ
ュ
ー
は
十
七
ユ

ー
ロ
と
表
示
し
て
あ
っ
た
。

　

私
自
身
、
一
九
八
〇
年
代
初
め
に
た
ま

た
ま
取
材
で
訪
れ
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の

酪
農
農
家
が
、
屋
敷
の
一
角
を
農
村
民
宿

に
改
修
し
て
ヴ
ァ
カ
ン
ス
客
に
提
供
し
て

い
る
の
を
見
て
感
心
し
た
こ
と
を
思
い
出

す
。
こ
う
し
た
農
村
民
宿
の
売
り
物
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
版
Ｂ

＆
Ｂ
の
全
国
組
織
Ｇ
Ｄ
Ｆ
（
注
７
）
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。
や
は
り
売
り
物
は
、
地
方

料
理
、
地
元
の
手
作
り
の
味
覚
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

　
朝
食
　
豊
富
な
朝
食
（
宿
泊
料
金

に
込
み
）
は
そ
の
土
地
で
し
か
味
わ

え
な
い
名
物
を
知
る
絶
好
の
チ
ャ
ン

ス
。
自
家
製
ジ
ャ
ム
、
焼
き
た
て
の

田
舎
風
パ
ン
、
ヴ
ィ
エ
ノ
ワ
ズ
リ
ー

（
菓
子
パ
ン
）、
自
家
製
ケ
ー
キ
、
地

域
名
産
の
チ
ー
ズ
、
乳
製
品
あ
る
い

は
ハ
ム
ソ
ー
セ
ー
ジ
類
な
ど
。
休
暇

の
一
日
は
、
朝
食
と
と
も
に
楽
し
い

会
話
と
共
生
の
雰
囲
気
の
な
か
で
始

ま
る
。

現
代
人
に
と
っ
て
の
巡
礼
の
旅

　

さ
て
、
二
つ
目
の
例
は
、
巡
礼
と
巡
礼

ビ
ジ
ネ
ス
の
普
及
で
あ
る
。
巡
礼
の
旅
は
、

宗
教
を
問
わ
ず
、
日
本
で
も
、
イ
ン
ド
で

も
、
イ
ス
ラ
ム
圏
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
を
含

む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
中
世
以
前
か
ら
ず

　オーベルジュ考
　オーベルジュの語がその鄙

ひな

びた語感とともに流行になったのは、おそらく
戦後の1950年代のことである。
　料理人の歴史を社会史的な観点から研究した数少ない研究者ドゥルアー
ルAlain Drouardの論文（注６）を読むと、「1952年、アンドレ・ギヨー（イタ
リア大使館付き料理人、文学者レイモン・ルーセル家のシェフ）がオーベル
ジュ・ドュ・ヴィユ・マルリを取得」とあった。同じ1952年には、「ジャン・ドゥラ
ヴェーヌがブージヴァルのカメリアを取得。その後、自分の名前を店につける
動きが強まった」ともあった。ブージヴァルはパリとヴェルサイユの中間に位
置するおしゃれな町で19世紀半ばからパリの遊び人たちのピクニックの場
所だったが、今は高価なレストランやクラブがたくさんある。一方フランス料
理界の帝王と呼ばれるポール・ボキューズも、同じころ中仏モンドールにあっ
たオーベルジュ・ドュ・ポン・ドゥ・コロンジュを取得、店名には自分の名前を
つけて開店した。こうして見てくると、オーベルジュの名前を残すか、残さな
いかの差はあっても、かつての宿駅やオーベルジュのあった場所と建物、そ
こに漂う何ともいえない雰囲気、そうしたものが表現する何ものかにフラン
ス人は心惹

ひ

かれているようなのである。「食べる」という、私たちの誰ひとり
として欠かすことのできない行為の持つ究極的な「アナログ性」といったも
の、それが「何ものか」の実体なのかもしれない。
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（注１）Jean-Robert Pitte, 1991, Gastronomie française , Fayard, 
Paris

（注2）Philippe Gillet, 1985, Par Mets et Par Vins, Editions Payot, 
Paris（邦訳：フィリップ・ジレ『旅人たちの食卓』1989年）

（注３）ミシュランガイドのはじまりと発展
1900年、万国博覧会を記念してミシュラン社がタイヤ購入者
2,400名に旅行案内書（広告）を進呈したのがミシュラン緑本の
原型。以後1920年にレストラン案内が挿入された。
1907年、「Le Journal」にキュルノンスキーが食べ歩きを連載、こ
れがミシュラン赤本の原型となった。
1926年、緑本を地域別に編纂して刊行。
1926年、優良店に星印を付す。
1931年、星１、２、３による格付けが導入された。

（注４）Pierre Benoît, 1931, Le Déjeuner de Sousceyrac , Albin 
Michel, Paris

（注５）「テロワール」の意味は、地方あるいは地方色といったところ。「テ
ロワールの味」といえば産地特有の味、といった意味になる。

（注６）Alain Drouard, 2003, Escoffier, Bocuse et（surtout）les 
autres… Towards a History of Cooks in France in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries, in Eating out in 
Europe Edited by Marc Jacobs and Peter Scholliers, under 
the Auspices of the International Commission for Research 
into the European Food History, BERG, Oxford / New 
York, 2003

（注７）GDF（Gîtes de France）http://www.gites-de-france.com/
（注８）巡礼案内サイトLes Chemins vers Compostelle

http://www.chemin-compostelle.info/informations-pratiques-
pelerinage-compostelle/statistiques-sur-compostelle.html

っ
と
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
ヴ
ァ
カ
ン
ス
や
食
文
化
と
結
び
つ
け
て

考
察
す
る
こ
と
自
体
が
、
不
謹
慎
だ
と

の
そ
し
り
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
が
、
こ
こ

二
十
年
ば
か
り
の
巡
礼
者
数
の
増
加
は
、

魂
の
救
い
を
求
め
る
行
為
と
観
光
あ
る
い

は
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
習
慣
と
が
う
ま
く
調
和

す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
図
１
は
、
最
近
は
日
本
で
も
話
題
に
な
る

こ
と
の
多
い
ス
ペ
イ
ン
の

巡
礼
地
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・

デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
へ
の

巡
礼
者
の
増
加
を
示
す

も
の
で
あ
る（
二
〇
〇
四

年
と
二
〇
一
〇
年
の
突

出
は
聖
年
の
た
め
）。
こ

の
グ
ラ
フ
は
到
着
者
数

を
表
す
も
の
で
あ
る

が
、
い
う
ま
で
も
な
く

巡
礼
の
道
は
、
フ
ラ
ン
ス

か
ら
の
道
ば
か
り
で
は

な
く
幾
筋
も
あ
る
。し
か

し
、最
近
の
経
路
別
内
訳

（
二
〇
一
二
年
）
を
見
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
出
発

す
る
人
の
数
が
最
も
多

く
（
七
〇
・一
二
％
、
前
年
七
二
・
三
四
％
）、

次
い
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
（
一
三
・
三
一

％
、
前
年
一
二
％
）、
北
道
（
バ
ス
ク
の
海
岸

沿
い
の
道
。
六
・
七
一
％
、
前
年
六
・
四
〇

％
）、ラ
プ
ラ
タ
道
（
セ
ヴ
ィ
リ
ア
か
ら
の
道
。

四
・
二
四
％
、
前
年
同
率
）
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
巡
礼
者
の
割
合
が

少
し
減
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
か
ら
の
人
数
が
増
え
た
か
ら
相
対
的

に
下
が
っ
た
だ
け
で
絶
対
数
は
減
っ
て
い

な
い
、
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
注
意
書
き

し
て
あ
っ
た
（
注
８
）
。

徒
歩
旅
行
か
ら
生
ま
れ
る

究
極
の
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー

　

ジ
ャ
ン
＝
ロ
ベ
ー
ル
・
ピ
ッ
ト
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の
特
色
を
説

明
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
（
フ
ラ
ン
ス

の
）
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
は
、
風
景
や
環
境

と
の
相
補
関
係
を
維
持
し
て
き
た
」
と
言

っ
て
、
食
材
や
料
理
法
と
並
ん
で
文
脈
や

言
説
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ

の
文
脈
で
い
え
ば
、
こ
こ
で
挙
げ
た
二
つ

の
事
例
は
、
ま
さ
し
く
フ
ラ
ン
ス
風
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
原
型
を
よ
く
表
す
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
巡
礼
者

の
増
加
は
、
旅
す
る
者
の
移
動
の
手
段
が
、

か
つ
て
か
ら
の
徒
歩
、
馬
、
馬
車
、
鉄
道
、

自
動
車
を
経
て
、
再
び
徒
歩
へ
と
回
帰
し

て
き
た
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
自
分
の
足
で
歩
い
て

確
か
め
、
共
に
艱か

ん
な
ん難
辛
苦
の
道
を
歩
ん
で

き
た
こ
と
を
語
り
合
い
、
共
に
そ
の
土
地

で
供
さ
れ
る
食
べ
物
を
心
お
き
な
く
味
わ

う
。
こ
れ
ぞ
、
旅
の
醍だ

い

醐ご

味
だ
と
彼
ら
は

言
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
き
た
や
ま　

せ
い
い
ち
）

図1 サンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼者、
年間到着者数推移（注８）
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