
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
  
 
   

 

     

文明開化の味を堪能！菜香亭で行った「明治の洋食再現ディナー」 

リ
ン
ゴ
水 

 

り
ん
ご
の
皮
を
剥
い
て
芯
を
切
り
出
し
、
煮
て
や
わ

ら
か
く
し
て
輪
切
り
に
し
、
レ
モ
ン
の
皮
を
剥
い
た
も

の
と
合
わ
せ
て
水
に
つ
け
て
二
日
ほ
ど
お
い
て
、
リ
ン

ゴ
の
う
ま
み
を
引
き
出
し
た
も
の
。
リ
ン
ゴ
ジ
ュ
ー
ス

で
は
味
わ
え
な
い
豊
か
な
風
味
が
ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
だ

け
ど
、
ほ
ろ
っ
と
い
い
気
分
に
し
て
く
れ
ま
す
。 

  

フ
ー
ガ
デ
ン 

ミ
ル
ク
ソ
ー
ス 

マ
セ
ド
ア
ン
サ
ラ
ダ

添
え 

 

フ
ー
ガ
デ
ン
は
、
ゆ
で
卵
を
牛
肉
の
ミ
ン
チ
で
く
る

ん
だ
ス
コ
ッ
チ
エ
ッ
グ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

マ
セ
ド
ア
ン
サ
ラ
ダ
は
野
菜
を
さ
い
の
目
に
切
っ

て
フ
レ
ン
チ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
で
味
付
け
し
た
も
の
で

す
。 

七
種
類
の
野
菜
ス
ー
プ 

 

ニ
ン
ジ
ン
、
玉
ね
ぎ
、
か
ぶ
、
セ
ロ
リ
、
レ
タ
ス
、

キ
ャ
ベ
ツ
、
ポ
ロ
ね
ぎ
の
風
味
が
複
雑
に
絡
み
合
っ

て
い
ま
す
。
見
た
目
は
シ
ン
プ
ル
だ
け
ど
奥
深
い
味

わ
い
で
し
た
。 

海
老
フ
ラ
イ
と
鱈た

ら

ボ
ー
ル 

タ
ル
タ
ル
ソ
ー
ス
柚
子
添
え 

 

今
も
愛
さ
れ
る
フ
ラ
イ
に
タ
ル
タ
ル
ソ
ー
ス
の
組
み
合

わ
せ
は
、
文
明
開
化
の
味
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
鱈
ボ

ー
ル
は
、
さ
い
の
目
切
り
の
鱈
が
た
っ
ぷ
り
入
っ
た
じ
ゃ
が

い
も
の
コ
ロ
ッ
ケ
。 

雉
の
グ
リ
ル 

ま
わ
し
芋 

 

雉
は
、
皮
は
パ
リ
ッ
と
、
中
は
ジ
ュ
ー
シ
ー
。
食
用
の
雉

は
今
で
も
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
高
級
食
材
。 

 

ま
わ
し
芋
は
ふ
か
し
芋
の
こ
と
。
今
回
は
デ
ザ
ー
ト
用
に

も
使
わ
れ
る
と
い
う
甘
く
濃
厚
な
「
ア
ン
ノ
イ
モ
」
と
い
う

さ
つ
ま
い
も
で
作
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

・
食
前
水 

・
前
菜 

・
ス
ー
プ 

・
お
魚
料
理 

・
お
肉
料
理 

・
デ
ザ
ー
ト 

・
パ
ン 

ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
ク
リ
ー
ム
と
ア
ッ
プ
ル
ゼ
リ
ー 

 

い
ち
ご
の
さ
わ
や
か
な
酸
味
が
生
ク
リ
ー
ム
の
甘
さ
で

惹
き
立
っ
て
い
ま
す
。
明
治
の
淑
女
は
、
き
っ
と
は
ま
っ
た

に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ッ
プ
ル
ゼ
リ
ー
は
見
た
目
も
美

し
く
、
プ
ル
ン
と
し
た
ゼ
リ
ー
と
サ
ク
ッ
と
し
た
リ
ン
ゴ
の

触
感
が
絶
妙
。 

 酒
糀

こ
う
じ

パ
ン 

料
理
を
ひ
き
た
て
る
あ
ま
く
な
い
パ
ン
。
酒
の
酵
母
で
作

ら
れ
て
い
て
、
小
麦
粉
そ
の
も
の
の
お
い
し
さ
が
口
に
ひ
ろ

が
り
ま
す
。
幕
末
の
動
乱
の
世
に
、
す
で
に
パ
ン
は
日
持
ち

す
る
兵
糧
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

西
洋
料
理
を
作
った
人 

 

東
京
上
野
精
養
軒
に
洋
食
の
修
業
に
行
っ
た
の
は
、
初
代
主
人
斉
藤
幸
兵
衛
の

四
男
泰
一
（
の
ち
に
三
代
目
主
人
）
で
し
た
。
泰
一
は
井
上
馨
の
東
京
の
邸
宅
に

下
宿
さ
せ
て
も
ら
い
、
お
店
に
通
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

西
洋
料
理
を
食
べ
た
人 

 

下
貼
り
に
あ
る
「
隈
本
様
」
と
あ
る
の
は
、
山
口
高
等
中
学
校(

現
山
口
大
学)

の
教

師
だ
っ
た
隈
本
有
尚
（
く
ま
も
と
あ
り
た
か
）
の
こ
と
で
す
。
彼
は
、
夏
目
漱
石
の
『
坊

っ
ち
ゃ
ん
』
に
登
場
す
る
「
や
ま
あ
ら
し
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
と
し
て
有
名
で
す
。

東
京
大
学
に
赴
任
中
は
、
夏
目
漱
石
を
は
じ
め
、
正
岡
子
規
、
秋
山
真
之
を
教
え
て
い

ま
す
。
数
学
の
教
師
で
す
が
、
授
業
は
英
語
で
教
え
た
と
い
い
ま
す
。
菜
香
亭
は
政
治

家
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
人
が
集
ま
る
文
化
交
流
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

・
珈
琲 

西
洋
料
理
を
広
め
た
人 

 

井
上
馨
は
、
山
口
市
湯
田
温
泉
出
身
。
生
家
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
現

在
は
井
上
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

井
上
馨
は
西
洋
と
戦
う
前
に
「
敵
を
知
る
べ
し
」
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
国

禁
を
犯
し
て
留
学
し
ま
す
。
幕
府
の
許
し
が
な
け
れ
ば
海
外
に
は
出
ら
れ

な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
、
見
つ
か
っ
た
ら
死
罪
で
し
た
。「
生
き
た
器
械

に
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
」
と
手
紙
を
残
し
、
有
志
五
人
で
イ
ギ
リ
ス
に
向

け
て
船
出
し
ま
し
た
。
四
か
月
に
渡
る
船
旅
は
、
水
夫
と
し
て
乗
船
し
た

た
め
過
酷
な
旅
で
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
身
に
つ
け
た
英
語
力
が
初
代
外

務
大
臣
と
し
て
活
躍
す
る
伏
線
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
五
年
の
契
約
で
渡

英
し
た
も
の
の
、
長
州
藩
が
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
下
関
で
合
戦
を
始

め
そ
う
だ
・
・
・
と
の
新
聞
記
事
を
見
て
、
藩
を
止
め
る
た
め
に
帰
国
を

決
意
し
ま
す
。
渡
英
し
て
半
年
、
志
半
ば
の
帰
国
で
無
念
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
長
州
そ
し
て
日
本
を
思
う
気
持
ち
が
『
帰
国
』
を
決
意
さ

せ
ま
し
た
。
同
行
し
て
い
た
伊
藤
博
文
も
共
に
帰
る
と
い
う
の
で
、
残
っ

た
三
人
に
志
を
託
し
二
人
は
ま
た
長
い
船
旅
の
末
帰
国
し
ま
し
た
。
西
洋

の
技
術
力
の
高
さ
を
身
に
し
み
て
感
じ
た
二
人
は
、
日
本
が
国
力
を
つ
け

る
た
め
に
、
西
洋
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
説
き
ま
し
た
。
西
洋
か
ぶ

れ
で
な
く
、
技
術
、
政
治
、
文
化
す
べ
て
に
お
い
て
貪
欲
に
学
ぶ
こ
と
が

日
本
を
守
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
ん
な
馨
の
想

い
は
郷
土
山
口
の
地
に
も
宿
り
、
そ
し
て
こ
の
菜
香
亭
は
西
洋
料
理
の
発

信
地
と
し
て
山
口
の
食
の
歴
史
に
新
し
い
ペ
ー
ジ
開
い
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

井
上

い
の
う
え  

馨
か
お
る 

 

明
治
以
降
、
東
京
で
牛
鍋
屋
、
神
戸
や
浅
草
で
精
肉
店
が
開
店
し
、
明
治

五
年
に
は
明
治
天
皇
が
肉
食
奨
励
の
た
め
牛
肉
を
試
食
、
明
治
八
年
に
宮
中

で
正
式
に
西
洋
料
理
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
九
年
に
東
京
上
野
精
養
軒

が
開
店
し
、
そ
の
後
急
速
に
西
洋
料
理
店
は
全
国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。
し
か
し
高
価
な
た
め
に
閉
店
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
店
も
あ
り
、
当
時

は
大
変
高
級
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
（
か
け
そ
ば
が
一
銭
の
こ
ろ
に
五

十
銭
く
ら
い
の
お
値
段
だ
っ
た
よ
う
で
す
。） 

 

乳
製
品
や
パ
ン
が
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
明
治
以
降
。
コ
ン
ソ
メ

の
味
や
フ
ラ
イ
の
触
感
…
文
明
開
化
は
味
覚
に
も
大
き
な
革
命
を
起
こ
し

た
よ
う
で
す
。 

  

東京上野精養軒： 

上野公園の開園に合わせて、大久
保利通の許しを得て、明治９年に開
業した。上野公園開園式に臨んだ天

皇皇后両陛下が、帰りに上野精養
軒に立ち寄り盛大な祝宴をあげた。 

三代目主人 斉藤泰一（さいとう たいち） 
明治６年～昭和４５年 

写真は明治２５年のもの。享年９７才。 

襖の表紙をはがしたところ、下張りに
筆字で書かれた洋食のおしながき１４
点を発見。 

むてっぽうで潔癖。しかし表裏のな
い人格者で生徒には人気があっ
た。福岡県久留米市出身。東京

大学第１期卒業生。福岡県の
修猷館高校の初代校長。 
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