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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
㉒ 

 
 

 

変
体
仮
名
の
「
蕎
麦
屋
の
看
板
」
か
ら
・
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
ま
で 

 

商
店
街
を
歩
い
て
い
る
と
、
店
頭
に
「
読
め
な
い
文
字
」
で
書
か
れ
た
看
板 

や
暖
簾
を
掲
げ
て
い
る
お
店
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
何 

ん
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

左
か
ら
右
へ
「
キ
ソ
バ
」
と
読
み
ま
す
。
そ
う
で
す
蕎
麦
屋
さ
ん
な
の
で
す
。 

ご
存
知
の
通
り
元
々
我
が
国
で
は
中
国
渡
来
の
漢
字
だ
け
で
文
章
を
書
い

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
漢
字
は
画
数
が
多
い
た
め
使
い
勝
手
が
悪
く
面
倒
な
の
で
、
次
第
に
漢

字
を
省
略
し
て
書
く
よ
う
に
な
り
日
本
独
特
の
平
仮
名
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
平

安
時
代
に
な
っ
て
「
土
佐
日
記
」（
紀
貫
之
）、「
源
氏
物
語
」（
紫
式
部
）、「
枕
草
子
」

（
清
少
納
言
）
等
の
仮
名
文
学
が
誕
生
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。 

平
仮
名
は
漢
字
の
草
書
体
で
あ
り
漢
字
の
音
読
み
が
母
体
な
の
で
、
様
々
な
漢 

字
が
使
わ
れ
出
し
て
最
盛
期
に
は
百
種
を
超
え
る
仮
名
が
使
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。 

先
述
の
蕎
麦
屋
の
例
で
い
え
ば
、「
そ
」
に
は
漢
字
の
曽
や
楚
が
、「
ば
」
に
は
波
や 

者
（
濁
点
つ
き
）
が
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
次
第
に
省
略
さ
れ
写
真
（
暖
簾
・

看
板
）
の
よ
う
な
仮
名
文
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
蕎
麦
屋
だ
け
で

な
く
「
て
ん
ぷ
ら
屋
」
や
「
う
な
ぎ
屋
」
な
ど
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 
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統
一
国
家
作
り
を
急
い
で
い
た
当
時
の
明
治
政
府
は
、
多
種
に
わ
た
る
仮
名
の
存
在
を
嫌

い
、「
言
語
の
統
一
」
を
図
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
明
治
三
十
三
年
（
西
暦
一
九
〇
〇
年
）
に 

小
学
校
令
施
行
規
則
の
改
正
を
行
い
、「
学
校
教
育
で
用
い
る
ひ
ら
が
な
は
一
つ
の
音
に
つ
き

一
文
字
、
全
部
で
四
十
八
文
字
に
限
る
」
と
決
め
ま
し
た
。 

変
体
仮
名
と
は
こ
の
時
に
採
用
さ
れ
た
四
十
八
の
平
仮
名
以
外
の
仮
名
の
総
称
な
の
で
す
。 

そ
の
ご
禁
制
に
な
っ
た
？
仮
名
文
字
が
現
在
も
な
お
店
頭
看
板
と
し
て
残
っ
て
い
る
・
・ 

そ
の
代
表
格
が
蕎
麦
屋
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。「
生
そ
ば
」
の
例
で
い
え
ば
、「
生
」
は
「
生
粋

き
っ
す
い

」

や
「
生
真
面
目

き

ま

じ

め

」
等
で
分
か
る
よ
う
に
、
純
粋
で
混
じ
り
け
の
無
い
（
少
な
い
）
こ
と
を
指
し

て
い
て
、「
そ
ば
」
に
変
体
仮
名
を
使
う
こ
と
で
、「
当
店
は
伝
統
的
な
や
り
方
で
混
じ
り
け
の

少
な
い
蕎
麦
を
打
っ
て
い
る
老
舗
蕎
麦
屋
で
す
」
と
い
う
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

少
し
脱
線
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。 

「
看
板
」
と
聞
く
と
、
昭
和
十
年
生
ま
れ
の
私
の
頭
に
反
射
的
に
浮
か
ぶ
の
は
、
「
仁
丹
」

の
大
礼
服
と
道
頓
堀
の
「
グ
リ
コ
」
ラ
ン
ニ
ン
グ
姿
の
・
・
・

懐
か
し
い
あ
の
看
板
で
す
。 

仁
丹
の
看
板
は
明
治
三
十
八
年
（
日
露
戦
争
終
結
の
年
）

に
初
掲
出
、
大
礼
服
を
着
て
い
る
の
は
「
外
交
官
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
そ
う
で
、
仁
丹
の
効
用
を
広
く
世
間
に
知
ら
し
め
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る
役
割
を
担
う
こ
と
を
期
待
」
し
た
と
い
う
創
業
者
・
森
下
博
氏
の
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
だ

そ
う
で
す
。 

一
方
、
グ
リ
コ
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
姿
は
、「
一
粒
３
０
０
㍍
」
の
コ
ピ
ー
と
と
も
に
、
元
気
の

源
グ
リ
コ
ー
ゲ
ン
（
グ
リ
コ
の
語
源
）
の
力
を
示
し
た
い
と
い
う
創
業
者
・
江
崎
利
一
氏
の
気

持
ち
が
出
発
点
で
、
道
頓
堀
を
選
ん
だ
の
も
同
氏
の
発
案
だ
と
い
い
ま
す
。 

そ
れ
ほ
ど
看
板
や
暖
簾
は
当
時
と
し
て
は
貴
重
な
広
告
媒
体
で
、
創
業
者
の
強
い
思
い
を

表
現
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
言
っ
て
よ
い
媒
体
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

そ
こ
で
、
日
本
と
世
界
の
最
古
の
看
板
の
発
祥
は
何
時
こ
ろ
、
何
処
で
、
対
象
は
何
だ
っ
た

の
か
少
し
調
べ
て
み
ま
し
た
。 

先
ず
日
本
で
す
が
、
文
献
上
で
確
認
出
来
る
最
古
の
も
の
は
平
安
京
時
代
に
遡
り
ま
す
。

「

令
り
ょ
う
の

義
解

ぎ

げ

」（
八
三
〇
年
刊
・
注
１
）
の
一
文
に
「
凡
市
毎
律
立
標
題
行
名
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
市
で
商
い
を
行
う
際
は
標

し
る
し

を
立
て
て
商
品
を
示
せ
」
と
い
う
内
容
で
、
店
名
で
は

な
く
何
を
販
売
し
て
い
る
か
看
板
を
出
せ
と
い
う
趣
旨
で
す
。
当
時
の
平
安
京
の
市
で
は
織

物
や
食
品
な
ど
様
々
な
も
の
が
数
多
く
扱
わ
れ
て
い
た
た
め
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
表
示

を
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 

一
方
世
界
最
古
の
看
板
は
と
い
う
と
、
今
か
ら
二
千
年
年
以
上
前
に
栄
え
た
ト
ル
コ
の
エ

フ
ェ
ソ
ス
遺
跡
に
現
在
も
残
る
、
売
春
宿
へ
通
じ
る
地
下
道
の
「
足
形
」
の
案
内
看
板
だ
そ
う

で
す
か
ら
驚
き
で
す
。
何
故
「
足
跡
」
な
の
か
諸
説
あ
る
よ
う
で
す
が
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
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頂
き
ま
す
。 

 

看
板
か
ら
始
ま
っ
た
日
本
の
広
告
も
そ
の
後
、
汽
車
や
電
車
の
車
内
吊
り
・
駅
の
ポ
ス
タ
ー

や
引
き
札
（
チ
ラ
シ
）
と
幅
を
広
げ
、
つ
い
に
は
新
聞
（
一
八
六
二
年
）、
雑
誌
広
告
（
一
九

二
六
年
）
の
マ
ス
媒
体
に
至
っ
た
よ
う
で
す
。
浮
世
絵
師
・
山
東
京
伝
作
の
蕎
麦
屋
開
店
案
内

の
長
文
の
「
引
き
札
」
も
現
存
し
て
い
ま
す
が
、
紙
幅
の
都
合
上
詳
細
は
省
略
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。 戦

後
に
な
る
と
お
馴
染
み
の
民
放
ラ
ジ
オ
（
一
九
五
一
年
）、
テ
レ
ビ
放
送
（
一
九
五
三
年
）

が
お
目
見
え
し
媒
体
は
一
変
し
て
、
四
大
マ
ス
媒
体
（
新
聞
・
雑
誌
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
）
全

盛
時
代
を
迎
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
二
十
世
紀
末
（
一
九
九
六
年
）
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
が
始
ま
る
と
、
こ
れ
が

燎
原
を
行
く
火
の
ご
と
く
広
が
り
、
二
〇
一
九
年
に
は
テ
レ
ビ
を
抜
き
去
り
広
告
媒
体
の
首

位
に
躍
り
出
る
や
、
二
〇
二
一
年
に
は
マ
ス
四
媒
体
（
合
計
）
を
も
抜
く
勢
い
で
拡
大
の
一
途

を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
、
蕎
麦
屋
が
独
自
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
僅
か

な
費
用
で
広
く
全
国
、
い
や
全
世
界
に
宣
伝
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。 

「
食
べ
ロ
グ
」「
ぐ
る
な
び
」「
ホ
ッ
ト
ペ
ッ
パ
ー
グ
ル
メ
」「R

etty

」
等
、
多
く
の
「
グ
ル
メ

サ
イ
ト
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
中
で
も
「
食
べ
ロ
グ
」
は
最
大
級
の
サ
イ
ト
で
登
録
店
数
九
十

万
を
超
え
、
利
用
者
は
月
一
億
人
に
上
る
と
い
い
ま
す
。 
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ま
た
個
人
の
「
蕎
麦
ブ
ロ
ガ
ー
」
も
数
多
く
い
て
質
の
高
い
情
報
が
発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

店
頭
看
板
と
暖
簾
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
広
告
媒
体
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
江
戸
時
代
、
そ
れ

に
引
き
札
（
チ
ラ
シ
）
が
加
わ
っ
た
明
治
時
代
、
更
に
雑
誌
・
新
聞
と
い
う
マ
ス
媒
体
が
加
わ

っ
た
戦
前
の
時
代
、
ラ
ジ
オ
と
テ
レ
ビ
と
い
う
視
覚
だ
け
で
な
く
聴
覚
も
動
員
し
た
立
体
的

広
告
が
活
躍
し
た
戦
後
時
代
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
の
で
す
。
氾
濫

す
る
広
告
の
中
か
ら
本
当
に
自
分
に
必
要
な
も
の
を
探
し
当
て
、
正
し
く
理
解
し
利
用
す
る

消
費
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

  


