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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
㉑ 

 
 

 
 

 
蕎
麦
屋
の
司
令
塔
「
花
番
さ
ん
」・
・
・
江
戸
の
香
り
を
残
す 

 

三
人
連
れ
で
蕎
麦
屋
さ
ん
に
入
り
、「
天
ぷ
ら
蕎
麦
一
つ
と
か
け
そ
ば
二
つ
」
と
注
文
し
た

と
こ
ろ
、
店
員
が
奥
の
調
理
場
へ
「
天
つ
き
三
杯
の
か
け
」
と
通
し
た
の
で
、
聞
き
間
違
え
か

と
思
っ
て
「
か
け
は
二
杯
だ
よ
」
と
客
が
注
意
す
る
と
、「
は
い
、
そ
の
よ
う
に
通
し
ま
し
た
」

と
店
員
？
？ 

「
こ
の
よ
う
な
客
と
店
員
の
間
で
掛
け
合
い
が
戦
前
ま
で
は
ち
ょ
く
ち
ょ
く
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
の
頃
は
す
っ
か
り
無
く
な
り
ま
し
た
」
と
老
舗
蕎
麦
屋
の
ご
主
人
が
話
し
て
い
る
の
を

雑
誌
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
落
語
の
よ
う
な
掛
け
合
い
話
は
、
お
察
し
の
通
り
蕎

麦
屋
だ
け
で
通
用
す
る
「
通
し
言
葉
」
が
原
因
し
て
い
る
の
で
す
。 

先
ほ
ど
の
「
天
つ
き
三
杯
の
か
け
」
を
分
解
す
る
と
、「
天
」
は
も
ち
ろ
ん
「
天
ぷ
ら
蕎
麦
」

の
省
略
で
、「
つ
き
」
は
数
字
の
一
を
指
す
の
で
す
・
・
つ
ま
り
「
天
ぷ
ら
蕎
麦
一
杯
」
の
こ

と
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
分
か
る
と
し
て
、
分
か
ら
な
い
の
は
「
三
杯
の
か
け
」
で
す
。
蕎
麦
屋

の
通
し
言
葉
で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
三
杯
」
は
全
部
の
注
文
数
を
指
す
と
い
う
約
束
事
な
の
だ

そ
う
で
す
。
合
計
三
杯
の
う
ち
一
杯
は
天
ぷ
ら
そ
ば
で
す
か
ら
、
三
か
ら
一
を
引
い
た
二
杯
が

「
か
け
そ
ば
」
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。 

素
人
が
聞
く
と
煩
雑
で
間
違
え
そ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
慣
れ
て
く
る
と
一
つ
一
つ
注
文
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を
通
す
よ
り
ス
ム
ー
ズ
だ
と
い
い
ま
す
か
ら
不
思
議
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
主
題
は
「
通
し
言
葉
」
の
解
説
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
通
し
言
葉
」

を
使
う
「
花
番
」
と
い
う
職
種
に
つ
い
て
お
話
す
る
こ
と
で
す
。 

本
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
。 

お
客
か
ら
注
文
を
聞
き
調
理
場
へ
通
す
の
は
、
蕎
麦
屋
で
は
「
花
番
」（
接
客
係
）
の
仕
事

で
す
。
花
番
と
い
う
呼
称
の
由
来
は
、
一
番
最
初
に
お
客
と
接
す
る
こ
と
か
ら
、
「
端は

な

の
番
」

→

「
端
番

は
な
ば
ん

」
か
ら
き
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
多
く
は
女
性
が
担
当
し
て
い
る
の
で
店
の
花
と
い

う
意
味
も
込
め
て
「
花
番
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
の
末
期
に
な
る
と
蕎
麦
屋
の
職
制
（
役
割
）
も
次
第
に
専
門
特
化
し
て
、
蕎
麦
を
打

つ
職
人
を
「
板
前
」
と
い
い
、
釜
の
前
に
い
て
そ
ば
を
茹
で
た
り
盛
り
付
け
を
す
る
人
を
「
釜

前
」、
種
物
を
作
っ
た
り
天
ぷ
ら
を
揚
げ
た
り
す
る
「
中
台
」、
出
前
を
担
当
す
る
「
外
番
」
等

が
い
ま
す
。「
花
番
」
は
最
初
に
お
客
に
接
す
る
外
交
官
で
あ
り
、
ま
た
花
番
か
ら
の
指
示
で

調
理
場
が
動
き
出
す
、
い
わ
ば
蕎
麦
屋
の
司
令
塔
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
そ

の
花
番
が
お
客
の
注
文
の
品
を
調
理
場
へ
通
す
の
に
使
う
の
が
「
通
し
言
葉
」（
符
丁
）
な
の

で
す
。 

「
花
番
」
と
聞
い
て
最
初
に
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
日
本
を
代
表
す
る
老
舗
（
明
治
十
三
年
創
業
）

と
い
っ
て
も
よ
い
、
東
京
・
神
田
の
「
や
ぶ
そ
ば
」
の
花
番
の
お
通
し
で
し
ょ
う
。 

戸
を
開
け
て
店
内
の
入
る
と
帳
場
に
立
っ
て
い
る
女
将

お

か

み

（
花
番
）
の
百
人
一
首
を
歌
い
上
げ
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る
よ
う
に
「
い
ら
っ
し
ゃ
～
い
～
」
と
い
う
声
が
店
内
に

響
く
と
辺
り
は
一
瞬
に
し
て
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
へ
変

化
し
ま
す
。 

注
文
を
す
る
と
「
ご
新
規
さ
ん
、
せ
い
ろ
い
ち
ま
～
い

～
」
と
抑
揚
を
つ
け
た
声
が
奥
の
調
理
場
へ
。
ま
る
で
江

戸
・
明
治
の
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
錯
覚

に
襲
わ
れ
ま
す
。 

十
年
前
の
火
事
で
お
店
が
全
焼
し
た
時
に
は
、
も
う
あ
の
名
調
子
が
聞
け
な
く
な
る
の
で

は
と
心
配
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ひ
と
と
き
の
杞
憂
で
し
た
。 

 

女
将
の
「
お
通
し
」
は
見
事
復
活
し
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
聞
く
度
に
ど
こ
か
懐
か
し
い
、
心

に
染
み
込
ん
で
く
る
よ
う
な
情
感
を
眠
り
か
ら
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
の
で
す
。 

 

か
く
し
て
「
神
田
や
ぶ
」
の
帳
場
に
立
つ
花
番
（
女
将
と
大
女
将
）
は
今
や
お
店
の
名
物
で

あ
り
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

初
代
堀
田
七
兵
衛
さ
ん
が
駒
形
の
ド
ジ
ョ
ウ
屋
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
の
を
真
似
た
の
だ
と 

二
代
目
堀
田
勝
三
さ
ん
が
著
書
「
う
ど
ん
の
抜
き
湯
」
の
中
で
種
明
か
し
を
し
て
い
ま
す
。
無

断
借
用
で
は
な
く
ち
ゃ
ん
と
先
方
の
了
解
を
頂
い
た
公
断
借
用
だ
と
も
・
・
・
。 

  

冒
頭
で
蕎
麦
屋
の
通
し
言
葉
「
天
つ
き
三
杯
の
か
け
」
の
解
説
を
し
ま
し
た
が
、
い
ま
少
し
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「
通
し
言
葉
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
と
、
言
っ
て
も
私
が
「
蕎
麦
屋
の
通
し
言
葉
」

に
精
通
し
て
い
る
筈
も
な
く
、
丸
々
受
け
売
り
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。 

 

さ
て
、
一
個
は
「
つ
く
」
で
す
が
、
二
個
を
「
ま
じ
り
」
と
い
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
「
ざ
る
ま
じ
り
７
枚
も
り
」
は
、
ざ
る
そ
ば
２
枚
に
も
り
そ
ば
５
枚
に
な
り
ま
す
。 

「
か
ち
」
は
２
種
類
以
上
の
出
し
物
が
５
個
以
上
の
奇
数
で
注
文
さ
れ
た
と
き
に
使
い
ま

す
。 

多
い
方
の
出
し
物
を
先
に
し
て
「
か
ち
」
を
付
け
ま
す
。「
鴨
が
か
っ
て
７
杯
の
お
か
め
」

は
、
鴨
南
蛮
が
４
杯
に
お
か
め
が
３
杯
と
な
り
ま
す
。  

総
数
が
偶
数
の
場
合
は
「
と
」
が
使
わ
れ
ま
す
。「
鴨
と
お
か
め
で
８
杯
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

４
杯
ず
つ
の
意
味
で
す
。
以
上
の
四
つ
が
通
し
言
葉
の
基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
「
枚
」
は
せ
い
ろ
そ
ば
や
も
り
そ
ば
を
数
え
る
単
位
で
、「
杯
」
は
天
ぷ
ら
そ
ば

や
、
か
も
南
蛮
な
ど
の
種
物
（
汁
も
の
）
を
数
え
る
単
位
な
の
で
す
。 

そ
の
外
、
そ
ば
の
量
を
普
通
よ
り
少
な
目
の
場
合
は
「
さ
く
ら
」、
逆
に
多
め
の
時
は
「
き

ん
」
を
使
い
、
種
物
の
具
を
そ
ば
の
上
に
の
せ
な
い
で
、
別
の
入
れ
物
に
盛
っ
て
出
す
こ
と
を

「
お
か
」
と
い
い
、「
お
か
で
天
ぷ
ら
」
と
通
さ
れ
る
と
天
麩
羅
は
別
盛
り
で
出
さ
れ
る
わ
け

で
す
。 

「
お
声
が
か
り
」
は
、
複
数
の
ご
注
文
の
中
で
あ
と
に
出
す
も
の
を
指
し
ま
す
。 

「
板
わ
さ
に
天
せ
い
ろ
、
天
せ
い
ろ
は
お
声
が
か
り
で
」
と
通
す
と
、
板
わ
さ
を
先
に
出
し
、

そ
れ
が
食
べ
終
わ
っ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
（
或
い
は
、
お
客
か
ら
の
声
掛
け
で
）
天
せ
い
ろ
を
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出
す
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

注
文
数
が
多
い
場
合
は
、「
ま
く
で
」
を
使
い
ま
す
。「「
お
か
め
が
勝
っ
て
七
杯
て
ん
ぷ
ら
、 

 

ま
く
で
、
う
ど
ん
と
そ
ば
か
も
四
杯
」（
合
計
十
一
杯
）
と
い
っ
た
具
合
で
す
。「
ま
く
」
は

更
に
と
か
追
加
で
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

戦
前
ま
で
は
、
通
し
言
葉
を
自
由
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
蕎
麦
屋
の
世
界
で

は
一
人
前
扱
い
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
専
門
職
と
し
て
の
「
花
番
」
の
誇
り
で
も
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
は
そ
う
と
、
先
日
行
っ
た
近
く
の
フ
ァ
ミ
レ
ス
で
は
、
「
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
」
で
注
文
、

セ
ル
フ
レ
ジ
だ
け
で
な
く
、
注
文
品
の
お
運
び
も
「
ロ
ボ
ッ
ト
」
で
し
た
。
時
代
の
潮
流
と
共

に
世
の
中
の
風
俗
や
習
慣
も
こ
れ
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
が
・
・
・ 

 

昭
和
生
ま
れ
の
私
な
ど
は
、
人
と
の
触
れ
合
い
が
日
々
薄
れ
行
く
社
会
の
潮
流
に
、
ふ
と
不

安
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 
 

 


