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崎
の
正
月
は
異
国
情
緒
豊
か
だ
。

例
え
ば
、
雑
煮
に
入
れ
る
長
崎
白

菜
は
「
唐
人
菜
」
の
名
で
親
し
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
由
来
が
中
国
で
あ
る
こ
と
が
一

目
瞭
然
。
ま
た
お
節
料
理
の
定
番
と
し
て

作
ら
れ
る
「
紅
さ
し
の
南
蛮
漬
け
」
の

「
南
蛮
」
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン

を
意
味
す
る
。
日
本
で
最
初
に
西
洋
料
理

が
伝
わ
っ
た
の
は
長
崎
で
あ
り
、
そ
れ
を

伝
え
た
の
は
南
蛮
人
と
呼
ば
れ
る
人
た

ち
。
今
で
も
至
る
所
で
彼
ら
が
伝
え
た
南

蛮
文
化
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な

み
に
「
紅
さ
し
」
と
は
一
般
的
に
「
ヒ
メ

ジ
」
と
呼
ば
れ
る
体
長
十
五
セ
ン
チ
前
後

の
小
魚
。
お
め
で
た
い
紅
色
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
正
月
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と

し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

　

正
月
を
目
前
に
控
え
た
十
二
月
、
長
崎

の
市
場
に
は
普
段
目
に
し
な
い
伝
統
野
菜

が
並
び
始
め
る
。
唐
人
菜
を
は
じ
め
長
崎

高
菜
、
長
崎
赤
か
ぶ
、
辻
田
白
菜
、
紅
大

根
…
と
い
っ
た
も
の
だ
。
長
崎
伝
統
野
菜

は
中
国
な
ど
か
ら
種
が
持
ち
込
ま
れ
、
栽

培
さ
れ
た
も
の
が
起
源
と
さ
れ
て
お
り
、

お
よ
そ
三
百
年
の
歴
史
が
あ
る
。
時
代
の

流
れ
と
と
も
に
、一
時
は
栽
培
す
る
人
が

減
少
し
、
危
機
に
瀕
し
て
い
た
が
、
西
山

木
場
伝
統
野
菜
育
成
保
存
会
な
ど
の
活
動

に
よ
り
、
近
年
、
生
産
量
が
増
え
て
き

た
。
長
崎
に
は
、
そ
の
色
や
形
か
ら
「
鬼

の
腕
大
根
」
と
呼
ば
れ
る
紅
大
根
を
節
分

の
日
に
食
す
と
い
う
風
習
も
あ
り
、
伝
統

野
菜
は
、
ま
さ
に
四
季
の
暮
ら
し
の
中
に

溶
け
込
ん
で
い
る
。

　

正
月
前
の
市
場
は
、一
段
と
活
気
づ

く
。
伝
統
野
菜
や
紅
さ
し
を
一
年
ぶ
り
に

手
に
し
た
人
々
は
、
暮
れ
ゆ
く
年
に
し
み

じ
み
と
思
い
を
馳
せ
る
。
長
崎
の
新
し
い

春
は
、
も
う
す
ぐ
そ
こ
だ
。

長

正
月

と
う
じ
ん

な

せ
ち

べ
に

な
ん
ば
ん

つ
じ
た

こ

ば

ひ
ん

は

色
鮮
や
か
な
赤
や
緑
。

市
場
に
お
目
見
え
す
る
の
は
、

新
年
を
迎
え
る
喜
び
。

準
備

長
崎
赤
か
ぶ

辻
田
白
菜

紅
さ
し

長崎市新大工町の商店街。
師走の市場には正月料理に欠かせない

長崎ならではの食材が並ぶ。
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