
「
和わ

華か

蘭ら
ん

葡ぽ

」の
世
界

元
亀
２
（
１
５
７
１
）
年
の
開
港
か
ら
今
日
ま
で
、
長

崎
で
育
ま
れ
て
き
た
独
特
の
生
活
様
式
や
祭
り
な
ど
を

「
和
華
蘭
文
化
」
と
称
し
て
い
る
。
和
は
日
本
、
華
は
中

国
、
蘭
は
オ
ラ
ン
ダ
。
３
つ
の
要
素
が
混
在
す
る
カ
オ
ス

＝
「
わ
か
ら
ん
」
と
か
け
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
長
崎
で
は
唐
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
が
町

の
住
民
と
し
て
生
活
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
異
国
の
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
が
浸
透
し
、
模
倣
や
融
合
と
い
う
形
で
人
々

の
生
活
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
崎
独
特
の
文
化
は
、
出
島
や
唐
人

屋
敷
で
の
異
国
の
人
々
と
の
交
流
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ

る
鎖
国
以
前
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
と
の
交
流
、
唐
人
屋

敷
が
で
き
る
ま
で
の
唐
人
た
ち
と
の
交
流
が
基
底
に
あ
る

こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
は
、
日
本
列
島
西
果
て
の
僻
地
に

拠
点
と
な
る
要
塞
を
築
い
た
。
そ
の
こ
と
を
長
崎
で
は
開

港
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
要
塞
が
発
展
し
て
長
崎
と

な
っ
た
。
彼
ら
は
長
崎
市
中
の
家
々
に
住
民
た
ち
と
同
居

す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
期
間
が
お
よ
そ
60
年
。

キ
リ
ス
ト
教
禁
教
政
策
の
実
施
で
、
彼
ら
は
国
外
に
追
放

さ
れ
た
。
そ
の
時
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
日
本
人
と
の
間
に

生
ま
れ
た
子
供
た
ち
数
百
人
も
追
放
と
な
っ
た
。

ま
た
、
唐
人
屋
敷
が
築
か
れ
て
唐
人
た
ち
が
町
外
れ
の

一
画
に
隔
離
さ
れ
る
ま
で
の
約
１
２
０
年
間
、
唐
人
は
長

崎
の
住
民
と
し
て
普
通
に
暮
ら
し
て
い
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
唐
人
と
共
棲
し
て
い
た
経
験
が
今
日

の
長
崎
の
生
活
様
式
や
文
化
の
根
底
に
あ
る
。
語
呂
は
悪

い
が
「
和
華
蘭
葡
」
が
長
崎
の
食
文
化
を
見
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

ボ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
長
崎

『
延
宝
版
長
崎
土
産
』（
１
６
８
１
年
）
と
い
う
長
崎
丸
山

遊
廓
の
遊
女
評
判
記
で
、
著
者
の
島し

ま

原ば
ら

金き
ん

捨し
や

は
主
人
公
が

長
崎
の
入
り
口
、
一
瀬
橋
に
差
し
掛
か
っ
た
時
、「
え
も

し
れ
ぬ
」
匂
い
に
思
わ
ず
卒
倒
し
そ
う
に
な
っ
た
と
書
い

て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
崎
の
匂
い
と
し
て
当
時
の
人
々
が

共
通
し
て
感
じ
た
も
の
ら
し
く
、
卒
倒
し
そ
う
に
な
る
と

い
う
反
応
も
お
決
ま
り
の
約
束
で
あ
っ
た
。

旅
人
が
長
崎
で
嗅
い
だ
匂
い
は
、
異
国
人
の
体
臭
、
即

ち
食
物
の
匂
い
。
長
崎
の
町
に
は
異
国
人
が
住
み
、
獣
を

食
べ
て
い
る
た
め
に
生
臭
い
臭
い
が
立
ち
込
め
、
一
方
で

は
伽き

や

羅ら

な
ど
高
級
な
香
木
が
惜
し
げ
も
な
く
た
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
混
じ
り
合
っ
た
も
の
が
長
崎
の
匂
い
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

外
国
と
の
交
流
を
長
崎
港
に
制
限
し
て
い
た
時
代
、
江

戸
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
の
人
々
に
と
っ
て
長
崎
は
す
で

に
外
国
で
あ
り
、
住
民
は
外
国
人
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
住
民
た
ち
は
、
直
接
間
接
に

外
国
人
と
接
す
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
の
で
、
外

国
の
影
響
を
受
け
た
生
活
ス
タ
イ
ル
は
旅
人
か
ら
見
た
ら

外
国
人
同
然
の
珍
奇
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
旅
人
が
特

に
興
味
を
も
っ
た
も
の
が
食
。
日
本
で
あ
り
な
が
ら
外
国

の
影
響
を
受
け
た
長
崎
の
食
を
通
し
、
当
時
の
人
々
は
あ

こ
が
れ
で
あ
っ
た
日
本
と
外
国
の
ボ
ー
ダ
ー
「
長
崎
」
を

理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

南
蛮
船
が
運
ん
だ
西
洋
の
味
覚

天
文
12
（
１
５
４
３
）
年
盛
夏
。
種
子
島
に
上
陸
し
た

初
め
て
の
西
洋
人
を
見
た
人
々
が
、
彼
ら
を
南
蛮
人
と
呼

ん
だ
。
黒
髪
で
体
格
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
鉄
砲
を
伝
え
た
者
と
し
て
記
録

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
我
国
に
渡
来
す
る
西
洋
人
の
先

駆
け
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
西
洋
の
新
し
い
宗
教
と
と
も

に
新
し
い
食
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
た
。

南
蛮
の
人
々
と
日
本
人
と
の
間
で
生
活
上
大
き
な
障
壁

と
な
っ
た
の
が
肉
食
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
が

全
く
肉
食
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
牛
馬
を
食
す
る
習

慣
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
が
記
録
し

た
『
日
本
史
』
に
、「
汝
ら
は
何
ゆ
え
馬
や
牛
を
食
べ
る

の
か
」
と
豊
臣
秀
吉
か
ら
詰
問
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ

る
。「
馬
は
荷
物
を
運
び
戦
に
使
い
、
牛
は
農
民
が
耕
作

に
用
い
る
道
具
で
あ
る
」
と
し
て
、
鹿
、
猪
、
キ
ツ
ネ
、

キ
ジ
を
飼
育
し
て
食
べ
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
牛
馬
を

食
し
て
は
な
ら
な
い
と
（
も
っ
と
も
、
南
蛮
で
も
馬
を
食
べ

る
習
慣
だ
け
は
な
か
っ
た
）。

鹿
、
猪
な
ど
の
今
で
い
う
ジ
ビ
エ
は
、
我
国
で
も
古
く

か
ら
食
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
飼
育
で
は
な
く
狩
猟
と

し
て
、
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
と
い
う
幸
運
の
恵
み
で
あ

る
た
め
、
常
食
に
発
展
し
な
か
っ
た
。
常
食
す
る
た
め
に

は
飼
育
が
容
易
で
個
体
の
大
き
い
牛
馬
の
方
が
効
率
が
い

い
。
一
方
、
西
日
本
の
浦
々
に
や
っ
て
き
た
中
国
船
が
持

ち
込
ん
だ
豚
は
抵
抗
も
少
な
く
、
日
本
の
食
材
に
加
え
ら

れ
た
。

食
は
文
化
摩
擦
が
起
こ
り
や
す
い
デ
リ
ケ
ー
ト
な
も
の

で
、
今
日
で
も
世
界
を
見
れ
ば
食
習
慣
の
違
い
は
秀
吉
の

頃
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。

で
は
、
日
本
人
は
南
蛮
の
人
々
か
ら
食
の
影
響
を
受
け

な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
受
け
入
れ
た
も
の
の
多
く
が
そ
の
後
に
日
本
の
食

と
し
て
定
着
し
た
た
め
、
牛
肉
が
例
外
と
し
て
目
立
っ
て

い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

現
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
外
来
し
た
食
物
の
日
本
名
を

あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
。「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
」「
キ
ャ
ラ
メ
ル
」

「
か
ぼ
ち
ゃ
」「
カ
ス
テ
ラ
」「
コ
ン
ペ
イ
ト
ウ
」「
天
ぷ

ら
」「
ザ
ボ
ン
」「
パ
ン
」「
ボ
ー
ロ
」
な
ど
、
今
日
で
は

立
派
な
日
本
の
食
物
に
な
っ
て
い
る
。

食
に
浸
透
す
る
砂
糖
の
甘
味

南
蛮
の
人
々
が
持
ち
込
ん
だ
西
洋
の
味
覚
で
、
最
も
衝

撃
的
だ
っ
た
も
の
が
砂
糖
の
甘
味
で
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ

た
食
物
の
多
く
が
砂
糖
を
使
っ
た
菓
子
で
あ
る
こ
と
が
、

一
端
を
示
し
て
い
る
。

砂
糖
が
国
産
化
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
の
18
世
紀
。

そ
れ
ま
で
は
全
量
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
古
く
は
遣
唐
使
船

が
運
び
、
そ
の
後
、
中
国
と
の
貿
易
船
が
細
々
と
運
ん
で

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貴
重
な
砂
糖
は
専
ら
滋
養
の

薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
料
理
に
使
っ
た
り
、
ま
し
て
庶
民

の
食
卓
に
上
が
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
日
本
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
南
蛮
貿
易
か
ら
で
あ
っ
た
。
船
底
の
重
し
と
し
て
石

の
代
わ
り
に
な
り
、
ま
た
保
存
食
を
こ
し
ら
え
た
り
、

手
っ
取
り
早
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
し
た
り
す
る
の
に
重

宝
な
の
で
、
南
蛮
の
人
々
が
運
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

長
い
航
海
中
は
新
鮮
な
果
物
や
野
菜
が
食
べ
ら
れ
な
い

南蛮人とともに早くから肉食の文化が入った長崎の町。鶏とともに店先に並んで
いるのは、解体された牛や豚の肉だ。『寛文長崎図屏風』部分。写真提供／長
崎歴史文化博物館

外国船が運んできた砂糖は、江戸期以降の長崎の味を決める大きな特徴となっ
ていった。『唐蘭館絵巻』部分。写真提供／長崎歴史文化博物館

異
な
る
分
野
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
、
最
も
身
近
な
の
が
食
文
化
に
関
す
る
も
の
だ
。

特
に
地
域
ご
と
の
伝
統
食
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の〝
異
文
化
結
合
〟の
背
景
を
も
ち
、

そ
の
豊
か
さ
が
国
内
は
も
ち
ろ
ん
海
外
で
も
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

数
十
年
、
数
百
年
の
ス
パ
ン
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
日
本
各
地
の
食
文
化
で
も
、
海
外
と
の
影
響
関
係
が
色
濃
い「
長
崎
食
」に
注
目
、

長
い
時
間
を
通
じ
た
そ
の
選
択
と
吸
収
の
歴
史
を
ひ
も
解
き
、

異
文
化
結
合
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
。

長
崎
の
食
文
化
に
見
る〝
異
文
化
結
合
〟

―
―
遭
遇
と
受
容
の
最
前
線
で
何
が
起
こ
っ
た
か
？

赤
瀬
浩

Akase H
iro

shi

あ
か
せ
・
ひ
ろ
し

長
崎
市
長
崎
学
研
究
所
長
。
１
９
６
１
年
、
長
崎
県
長
崎
市
生
ま
れ
。
長
崎

大
学
教
育
学
部
卒
業
。
上
越
教
育
大
学
大
学
院
修
了
。
長
崎
県
内
小
学
校
に

教
員
と
し
て
勤
務
。
２
０
１
８
年
よ
り
現
職
。
主
な
研
究
対
象
は
江
戸
時
代

長
崎
町
人
の
生
活
史
。
主
な
著
書
に
、『
鎖
国
下
の
長
崎
と
町
人
』（
長
崎
新

聞
社
）、『「
株
式
会
社
」
長
崎
出
島
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）、『
弥
太
郎
の

長
崎
日
記
』、『
河
津
祐
邦
』（
と
も
に
長
崎
文
献
社
）
な
ど
。
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の
で
、
そ
れ
ら
を
砂
糖
に
漬
け
て
積
載
し
、
水
代
わ
り
の

ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
と
と
も
に
食
べ
た
。
外
洋
を
渡
っ
て
き

た
南
蛮
の
人
々
か
ら
、
お
裾
分
け
さ
れ
、
そ
の
甘
味
に
日

本
の
人
々
が
魅
入
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

カ
ス
テ
ラ
と
と
も
に
長
崎
の
ソ
ウ
ル
ス
イ
ー
ツ
で
あ
る

「
ザ
ボ
ン
漬
け
」
は
、
南
蛮
船
が
寄
港
し
た
セ
イ
ロ
ン
島

か
ら
積
み
込
ん
だ
ザ
ボ
ン
を
航
海
中
に
砂
糖
漬
け
し
た
の

に
始
ま
る
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
果
汁
の
苦
み
と
砂
糖
の
甘
さ

が
和
し
て
、
時
代
を
超
え
た
味
覚
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
長
崎
天
ぷ
ら
」
は
衣
に
砂
糖
を
た
っ
ぷ
り
練

り
こ
ん
だ
料
理
で
、
ツ
ユ
を
付
け
る
こ
と
な
く
食
べ
る
。

こ
れ
も
南
蛮
仕
込
み
で
あ
ろ
う
。

長
崎
の
「
お
い
し
い
」
は
甘
味
が
ど
れ
だ
け
効
い
て
い

る
か
を
測
る
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
「
長
崎
イ
コ
ー
ル

甘
い
」
と
全
国
的
に
認
知
さ
れ
、
甘
味
が
不
足
す
る
と

「
長
崎
が
遠
い
」
と
不
満
を
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

通
詞
た
ち
が
運
ん
だ
西
洋
料
理
の
レ
シ
ピ

江
戸
時
代
、
長
崎
の
役
人
に
は
外
国
人
を
相
手
に
す
る

職
種
が
あ
っ
た
。
代
表
的
な
も
の
が
唐
通
事
と
オ
ラ
ン
ダ

通
詞
で
あ
る
。
通
訳
業
務
が
重
ん
じ
ら
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
通

詞
は
「
通
詞
」、
唐
人
た
ち
の
管
理
や
貿
易
業
務
ま
で
守

備
範
囲
だ
っ
た
唐
通
事
は
「
通
事
」
と
あ
ら
わ
し
た
。
唐

通
事
が
格
上
と
さ
れ
俸
給
も
高
か
っ
た
。
唐
通
事
に
な
れ

る
家
系
は
、
唐
人
屋
敷
が
で
き
る
以
前
に
日
本
人
化
し
た

唐
人
を
先
祖
に
も
つ
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
方
、
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
は
初
め
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
通
訳
を
し
て
い
た
者
、

オ
ラ
ン
ダ
人
が
出
島
に
移
さ
れ
て
か
ら
現
地
採
用
さ
れ
た

者
、
唐
通
事
か
ら
変
じ
た
者
な
ど
出
自
は
多
様
で
あ
っ
た
。

唐
通
事
の
食
卓
は
元
々
が
唐
人
で
あ
る
だ
け
に
唐
人
の

食
生
活
に
近
く
、
目
立
っ
た
文
化
的
な
発
見
や
摩
擦
は
な

い
が
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
が
目
に
し
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
食
卓
は
日
本
で
は
経
験
で
き
な
い
別

世
界
の
食
文
化
で
あ
っ
た
。

高
貴
な
大
名
た
ち
も
ま
た
、
出
島
で
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の

生
活
に
興
味
を
も
ち
、
出
島
移
転
か
ら
幕
末
ま
で
機
会
が

あ
れ
ば
出
島
へ
渡
っ
た
。

そ
う
し
た
折
の
貴
人
の
案
内
も
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
職
務
。

ま
ず
、
カ
ピ
タ
ン
［
＊
1
］
部
屋
で
葡
萄
酒
や
菓
子
の
接
待

を
受
け
、
オ
ラ
ン
ダ
人
商
館
員
の
部
屋
、
薬
草
園
、
ビ
リ

ヤ
ー
ド
や
ゴ
ル
フ
な
ど
を
見
学
し
、
希
望
が
あ
れ
ば
音
楽

を
聴
か
せ
、
さ
ら
に
は
食
事
マ
ナ
ー
な
ど
を
見
せ
た
。
当

時
は
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
バ
タ
ー
な
ど
の
食
材
を
買
い

求
め
る
大
名
も
い
て
、
西
洋
の
食
に
対
す
る
好
奇
心
は
従

来
の
偏
見
を
の
り
こ
え
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
食
卓
へ
の
関
心

は
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
高
ま
っ
て
い
た
。

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
た
ち
が
貴
人
を
案
内
し
料
理
の
味
や
作

法
に
つ
い
て
解
説
で
き
た
の
は
、
実
際
に
オ
ラ
ン
ダ
人
た

ち
と
会
食
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
オ
ラ
ン
ダ
正
月
」
と
呼
ば
れ
る
西
暦
の
正
月
に
は
、
出

島
で
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
か
れ
る
。
通
詞
た
ち
は
関
係

者
と
し
て
招
か
れ
接
待
さ
れ
る
立
場
に
な
る
。

出
島
の
医
師
ツ
ン
ベ
リ
ー
の
『
日
本
紀
行
』
に
は
、
通

詞
た
ち
の
奇
妙
な
会
食
の
さ
ま
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
料
理
は
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
設
け
て
あ
っ
た
の
で
、

我
等
の
客
人
は
大
し
て
こ
れ
を
味
わ
う
こ
と
が
な
か
っ

た
」
と
あ
り
、
客
に
呼
ば
れ
た
通
詞
た
ち
は
せ
っ
か
く
の

料
理
に
ほ
と
ん
ど
手
を
付
け
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

各
自
に
盛
ら
れ
た
皿
は
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
不

思
議
を
ツ
ン
ベ
リ
ー
は
「
彼
等
は
す
す
め
ら
れ
る
も
の
を

１
枚
の
皿
に
う
つ
し
入
れ
、
こ
の
皿
が
料
理
で
い
っ
ぱ
い

に
な
る
と
町
に
送
る
か
ら
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

通
詞
た
ち
は
、
ス
ー
プ
や
コ
ー
ヒ
ー
以
外
の
料
理
に
は

口
を
付
け
ず
、
そ
の
ま
ま
家
に
運
ば
せ
た
。
家
で
は
、
到

着
し
た
料
理
を
小
分
け
に
し
て
多
人
数
で
味
わ
っ
た
が
、

長 崎 を 代 表 するメ
ニュー、卓袱料理（上）
とちゃんぽん（下）は
現在も内外の観光客
の人気の的だ。写真
提供／長崎市水産農
林部

オランダ商館での食事の様子。こうした料理を目にすることができた日本人は、
オランダ通詞などごく限られた人々だけだった。『唐蘭館絵巻』部分。写真提供
／長崎歴史文化博物館

当
然
材
料
や
味
な
ど
を
観
察
し
て
、
後
日
自
分
た
ち
が
再

現
で
き
る
よ
う
に
記
録
し
た
。
ま
た
、「
出
島
く
ず
ね
り
」

と
呼
ば
れ
た
出
島
の
料
理
人
も
役
人
の
端
に
位
置
し
て
い

た
の
で
、
調
理
法
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の

よ
う
に
、
通
詞
た
ち
の
持
ち
出
し
た
料
理
の
レ
シ
ピ
が
長

崎
の
人
々
の
食
卓
に
伝
わ
っ
て
、
新
た
な
長
崎
料
理
が
誕

生
し
て
い
っ
た
。

江
戸
の
蘭
学
者
・
大お

お

槻つ
き

玄げ
ん

沢た
く

が
オ
ラ
ン
ダ
正
月
に
参
席

す
る
機
会
を
得
て
、
食
し
た
料
理
を
『
紅
毛
雑
話
』

（
１
７
８
７
年
）
に
残
し
て
い
る
。
一
部
を
あ
げ
れ
ば
○
パ

ス
テ
ィ
ー　

ソ
ッ
プ
（
す
ま
し
の
如
き
塩
し
た
て
）
○
コ
ク

ト
ヒ
ス
（
焼
魚
）
○
フ
ラ
ト
ハ
ル
コ
（
猪
の
股
丸
焼
）
○
ハ

ク
ト
ヒ
ス
（
油
揚
げ
魚
）
○
カ
ル
マ
ナ
ー
テ
ィ
ー
（
猪
の
薄

切
り
塩
胡
椒
摺す

り

込
み
焼
）
○
コ
テ
レ
ッ
ト
（
鶏
紅
毛
紙
包
み

焼
）
○
カ
ス
テ
イ
ラ
プ
ロ
ト
（
紙
焼
カ
ス
テ
イ
ラ
）
な
ど
と

あ
る
。
玄
沢
は
長
崎
の
通
詞
た
ち
の
よ
う
に
、
出
島
か
ら

持
ち
帰
っ
た
レ
シ
ピ
を
も
と
に
江
戸
で
オ
ラ
ン
ダ
正
月
を

再
現
し
た
。

古
今
東
西
、
人
間
に
は
新
し
い
も
の
珍
し
い
も
の
を
試

し
、
よ
け
れ
ば
取
り
入
れ
て
食
生
活
を
豊
か
に
し
た
い
欲

求
が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
や
大
槻
玄
沢
た
ち
が
出
島
か

ら
レ
シ
ピ
を
持
ち
出
し
た
の
も
食
へ
の
追
求
と
い
う
極
め

て
普
遍
の
人
間
的
行
為
で
あ
っ
た
。
長
崎
で
は
外
国
人
か

ら
直
接
「
本
場
仕
込
み
」
の
外
国
料
理
を
受
容
し
自
分
た

ち
の
食
卓
に
新
た
な
献
立
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
団だ

ん

欒ら
ん

」の
文
化
は
長
崎
か
ら

外
国
か
ら
の
食
文
化
と
し
て
、
現
在
長
崎
に
残
る
料
理

に
「
タ
ー
フ
ル
料
理
」
と
「
卓し

つ

袱ぽ
く

料
理
」
が
あ
る
。
面
白

い
こ
と
に
、
タ
ー
フ
ル
と
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
テ
ー
ブ
ル
を

指
し
、
卓
袱
と
は
中
国
語
で
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
を
指
す
。

昔
の
長
崎
住
民
の
誰
か
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
向
か
っ
て
テ
ー

ブ
ル
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
料
理
は
何
か
と
問
う
と
、
と
ぼ

け
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
家
具
の
こ
と
を
指
す
と
勘
違
い
し
て

「
タ
ー
フ
ル
（
テ
ー
ブ
ル
）
だ
」
と
答
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ま
た
長
崎
の
あ
る
住
民
が
唐
人
に
向
か
っ
て
卓

の
上
の
料
理
を
指
し
同
様
に
尋
ね
る
と
「
卓
袱
（
テ
ー
ブ

ル
ク
ロ
ス
）
だ
」
と
答
え
た
と
い
う
。
尋
ね
方
が
悪
か
っ

た
の
か
相
手
が
勘
違
い
し
た
の
か
今
で
は
知
り
よ
う
も
な

い
が
、
そ
れ
以
来
西
洋
料
理
を
タ
ー
フ
ル
料
理
、
中
華
の

影
響
を
受
け
た
長
崎
料
理
を
卓
袱
料
理
と
呼
ん
で
い
る
。

江
戸
時
代
、
長
崎
以
外
の
一
般
的
な
日
本
の
家
庭
で
は

箱
膳
を
使
っ
た
個
の
配
膳
で
食
事
を
摂
っ
て
い
た
。
今
日

で
も
高
級
な
旅
館
で
の
豪
華
な
食
事
は
箱
膳
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
一
方
、
長
崎
で
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
テ
ー
ブ
ル
、

唐
人
の
卓
ど
ち
ら
も
大
皿
で
配
膳
し
た
も
の
を
取
り
分
け

る
食
事
の
仕
方
が
住
民
の
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
卓ち

や

袱ぶ

台だ
い

と
呼
ば
れ
る
丸
膳
に
大
皿
で
盛
っ
た
料
理
が
出
さ
れ
、

各
々
が
自
分
の
箸
で
取
り
分
け
て
食
べ
る
。
食
事
と
い
う

も
の
は
個
で
摂
る
と
い
う
長
年
の
習
慣
が
、
長
崎
で
は
、

卓
を
囲
む
、
集
団
で
食
べ
る
と
い
う
画
期
的
な
変
化
が
起

こ
っ
た
。

明
治
に
な
り
近
代
化
が
進
む
社
会
の
な
か
で
、
西
洋
の

テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
テ
ー
ブ
ル
に

テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
を
敷
い
て
、
給
仕
を
受
け
た
料
理
を
ナ

イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
べ
る
。
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
正
月
で

の
光
景
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
よ
う
な
食
文
化
が
文
明
の

名
の
も
と
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
影
響
が
や
が
て
家

庭
の
食
卓
に
卓
袱
台
を
用
い
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
食
卓

を
囲
む
「
団
欒
」
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
崎
で
受

容
し
た
異
文
化
は
、
今
日
で
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
食
文
化

と
し
て
我
国
に
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
居
場
所

長
崎
を
訪
れ
る
旅
人
が
一
度
は
口
に
す
る
の
が
「
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
」。
こ
の
不
思
議
な
料
理
に
は
メ
ニ
ュ
ー
に
用
い

る
漢
字
表
記
が
な
い
。
そ
れ
は
、
中
華
料
理
で
は
な
く
和

食
で
も
な
い
と
い
う
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
居
場
所
を
表
し
て
い

る
。
呼
び
名
が
、
唐と

う

鉦し
よ
う

［
＊
2
］
の
音
「
チ
ャ
ン
」
と
鼓つ

づ
み

の

音
「
ポ
ン
」
を
合
わ
せ
た
日
中
の
合
作
で
あ
る
と
か
、
調

理
法
の
混
ぜ
る
と
炒
め
る
を
合
わ
せ
た
と
い
う
中
国
語

「
攙チ

ヤ
ン

烹ペ
ン

」
か
ら
来
て
い
る
な
ど
と
、
諸
説
が
あ
っ
て
ま
と

ま
ら
な
い
。

実
は
、
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
は
明
治
期
に
料
理
店
「
四し

海か
い

楼ろ
う

」

の
主
人
・
陳
平
順
が
お
な
か
を
す
か
せ
た
中
国
人
留
学
生

の
た
め
に
考
案
し
た
も
の
で
、
豚
骨
や
鶏
ガ
ラ
の
ス
ー
プ

に
、
麺
は
か
ん
水
で
な
く
上
海
か
ら
伝
わ
っ
た
唐と

う

灰あ

汁く

を

加
え
て
練
っ
て
あ
る
。
中
華
料
理
の
技
術
と
長
崎
の
食
材

と
味
付
け
が
合
わ
さ
っ
た
長
崎
で
だ
か
ら
こ
そ
作
ら
れ
た
、

じ
つ
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
料
理
だ
と
い
え
る
。

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
長
崎
を
代
表
す
る
味
に
な
っ
た
の

が
、
近
年
は
海
外
、
特
に
長
崎
を
訪
れ
る
ア
ジ
ア
か
ら
の

観
光
客
に
も
大
人
気
の
よ
う
だ
。
こ
れ
こ
そ
食
文
化
の
結

び
つ
き
が
生
ん
だ
、
新
た
な
異
文
化
同
士
の
出
会
い
と

い
っ
て
も
い
い
。

江
戸
時
代
、
全
国
に
外
国
の
食
の
情
報
を
発
信
し
た
長

崎
が
、
今
で
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
お
客
様
の
味
覚
を
魅
了

し
て
い
る
。
長
崎
は
食
の
十
字
路
と
し
て
和
華
蘭
葡
の
枠

に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
世
代
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
ま
た
新
し
い
食
文
化
が
誕
生

す
る
可
能
性
も
お
お
い
に
あ
る
。
国
境
を
越
え
た
人
材
往

来
が
い
よ
い
よ
日
常
的
に
な
る
な
か
、
異
文
化
と
の
結
び

つ
き
の
先
駆
け
で
あ
る
当
地
の
食
文
化
が
、
そ
の
指
標
と

な
る
場
面
は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

注＊
1　

甲
比
丹
。
江
戸
時
代
、
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
を
こ
う
呼
ん
だ
。
も
と

は
外
国
船
の
船
長
を
意
味
し
、
英
語
のcaptain

に
通
じ
る
。

＊
2　

皿
の
よ
う
な
形
の
金
属
製
の
打
楽
器
で
、
棒
で
内
側
を
た
た
い
て
音
を
出

す
。
日
本
で
も
、
よ
く
似
た
楽
器
が
郷
土
音
楽
や
お
囃
子
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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