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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
㉒ 

 
 

 
 

 
江
戸
っ
子
の
初
物
好
き 

 

粋
と
張
り
の
気
質 

江
戸
に
生
ま
れ
男
に
生
ま
れ
初
松
魚

は
つ
か
つ
お

」
・
・
・ 

理
屈
抜
き
・
・
単
刀
直
入
に
江
戸
っ
子
の

心
根
を
詠
っ
た
名
句
だ
と
思
い
ま
す
。 

日
本
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
と
四
季
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
あ
っ
た
食

材
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
食
材
を
生
か
し
て
使
う
の
が
、
季
節
感
覚
の
鋭
い
日
本
人
が
生
み
出
し

た
和
食
の
特
徴
だ
と
い
え
ま
す
。「
初
物
」
が
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
自
然
で
、
江
戸

っ
子
の
気
質
ぴ
っ
た
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

中
村
座
で
大
当
り
を
取
っ
て
い
た
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
が
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
三

月
、
日
本
橋
の
河
岸
へ
初
鰹
が
十
七
本
入
荷
し
た
う
ち
の
六
本
は
将
軍
家
へ
、
八
本
は
魚
屋
が

仕
入
れ
、
残
り
三
本
を
当
時
料
理
屋
と
し
て
名
を
馳
せ
た
料
亭
・
八
百
善
が
買
っ
た
そ
う
な
の

で
す
が
、
そ
の
魚
屋
か
ら
一
本
を
代
金
三
両
（
現
在
価
値
で
約
三
十
万
円
）
で
買
求
め
て
、
中

村
座
の
三
階
で
ス
タ
ッ
フ
に
振
舞
っ
た
（
太
田
南
畝
著
「
壬
申

じ
ん
し
ん

掌
記

し
ょ
う
き

」）
と
い
う
話
も
あ
り
ま

す
が
、
一
部
の
江
戸
っ
子
の
初
物
狂
い
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
く
、「
女
房
子
供
を
質
に
入

れ
て
で
も
食
え
」
と
ば
か
り
に
狂
奔
し
た
と
い
い
ま
す
。 

初
物
を
食
べ
る
と
七
十
五
日
長
生
き
出
来
る
と
い
う
俗
信
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
江
戸
っ

子
の
初
物
好
き
は
決
し
て
長
生
き
の
た
め
で
は
な
く
、
上
方
を
意
識
し
た
“
張
り
”
か
ら
生

ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
典
型
が
鰹
だ
っ
た
の
で
す
。
鰹
は
瀬
戸
内
で
は
獲
れ
な
い
し
、
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江
戸
は
勝
男

か

つ

お

武
士

ぶ

し

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
上
方
の
「
旬

し
ゅ
ん

」（
美
味
し
く
値
段
も
安
く
な
る
）
を

大
事
に
す
る
合
理
精
神
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
る
よ
う
で
面
白
い
話
で
す
。（
宮
本
又
次

著
「
関
西
と
関
東
」） 

江
戸
っ
子
が
初
物
に
血
眼
に
な
っ
た
の
は
鰹
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
延
五
年
（
一
七
七

六
）
に
出
版
さ
れ
た
初
物
評
判
記
で
有
名
な
「
福
寿
草
」
の
食
類
之
部
に
は
、
第
一
位
「
極
上

上
吉
」
は
も
ち
ろ
ん
鰹
で
す
。
初
夏
の
黒
潮
に
乗
っ
て
北
上
し
て
く
る
鰹
を
一
本
釣
り
、
早
舟

で
そ
の
日
の
う
ち
に
江
戸
に
運
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
第
二
位
の
「
上
上
吉
」
に
は
秋
に
収
穫
さ

れ
る
「
初
鮭
・
新
酒
・
新
そ
ば
」
等
が
ず
ら
り
並
ん
で
い
ま
す
。 

徳
川
幕
府
は
初
物
に
異
常
な
高
値
が
つ
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
促
成
栽
培
を
し
た
茄
子
、
瓜
、

筍
等
や
、
鰹
は
も
ち
ろ
ん
旬
よ
り
早
く
獲
っ
た
鱒
、
鮎
、
鮭
、
白
魚
等
を
高
値
で
出
荷
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
初
物
を
い
ち
早
く
食
べ
よ
う
と
江
戸
っ
子
は
見

栄
を
張
っ
た
の
で
す
。
旬
の
季
節
が
過
ぎ
る
と
、
次
の
年
の
初
物
が
出
る
ま
で
食
べ
な
い
で
我

慢
す
る
・
・
江
戸
っ
子
ら
し
い
心
意
気
も
持
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

さ
て
、
秋
は
新
そ
ば
の
季
節
で
す
。「
夏
の
そ
ば
は
犬
も
食
わ
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
当
時
の

夏
の
そ
ば
は
酷
か
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
そ
ば
好
き
人
間
に
と
っ
て
十
一
月
の
蕎
麦
屋
の
店

頭
に
出
る
「
新
そ
ば
」
の
貼
り
紙
（
注
）
が
待
ち
遠
し
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

江
戸
っ
子
の
新
そ
ば
信
仰
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
様
子
が
川
柳
や
俳
句
に

も
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 
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「
新
そ
ば
に
小
判
く
ず
す
一ひ

トと

さ
か
り
」 

 

（
柳
多
留
） 

 

新
そ
ば
の
発
売
に
矢
も
盾
も
た
ま
ら
ず
、
取

っ
て
置
き
の
小
判
を
く
ず
す
た
め
両
替
屋
に

走
る
姿
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
が
、
楠
本
健
吉
著

「
食
べ
物
歳
時
記
」
に
よ
れ
ば
、
浅
草
田
原
町

で
質
屋
・
両
替
商
を
営
ん
で
い
た
伊
勢
屋
九
右

衛
門
の
店
で
は
「
お
酉
さ
ま
の
日
と
言
え
ば
新
そ
ば
が
出
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で
小
判
二
百
枚
ぐ

ら
い
両
替
す
る
の
は
毎
年
の
例
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。 

「
江
戸
店
や
初
蕎
麦
が
き
に
袴
客
」 

 

小
林
一
茶 

新
そ
ば
を
羽
織
袴
姿
に
威
儀
を
正
し
て
食
べ
に
行
く
江
戸
っ
子
の
心
意
気
を
詠
っ
た
も
の

で
す
。
少
し
滑
稽
に
も
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
初
（
新
）
蕎
麦
が
待
ち
遠
し
か
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

と
こ
ろ
が
「
新
そ
ば
神
話
」
も
昭
和
中
後
期
に
な
る
と
、
北
海
道
産
の
ソ
バ
粉
が
全
国
生
産

量
の
半
分
近
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
さ
さ
か
様
子
が
変
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
北
海
道

は
気
候
の
関
係
で
「
夏
ソ
バ
」（
五
、
六
月
に
播
種
）
が
七
、
八
月
に
収
穫
さ
れ
市
場
に
出
回

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

さ
ら
に
九
州
で
は
温
暖
な
気
候
を
利
用
し
て
「
春
ソ
バ
」（「
春
の
い
ぶ
き
」）
が
改
良
種
と

し
て
開
発
さ
れ
五
、
六
月
に
は
市
場
に
出
回
る
の
で
、「
新
そ
ば
」
の
貼
り
紙
も
年
三
回
掲
出
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さ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
最
近
で
は
ソ
バ
栽
培
に
縁
の
薄
か
っ
た
石
垣
島
や
沖
縄
で

も
十
一
月
播
種
・
二
月
頃
に
収
穫
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
ば
好
き
人
間
を
ま
す
ま
す
喜
ば
せ
て

く
れ
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

し
か
し
今
日
で
も
、「
新
そ
ば
」
と
呼
ば
れ
る
栄
誉
は
「
秋
そ
ば
」
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
秋
ソ
バ
の
名
誉
の
た
め
に
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

年
に
一
度
だ
け
の
初
物
を
楽
し
ん
だ
江
戸
っ
子
と
、
い
つ
で
も
美
味
し
い
も
の
が
手
に
入

る
現
代
人
と
、
果
た
し
て
ど
ち
ら
が
幸
せ
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

こ
の
問
い
は
、
こ
と
蕎
麦
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。 

 

日
本
人
の
初
物
好
き
は
決
し
て
江
戸
・
国
内
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
に
も
影
響
が
及
ん
で

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ジ
ョ
レ
ー
ヌ
ー
ボ
ー
の
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

ヌ
ー
ボ
ー
は
も
と
は
と
い
え
ば
、
ボ
ジ
ョ
レ
ー
地
区
の
人
々
が
ブ
ド
ウ
の
収
穫
を
祝
う
と

同
時
に
ブ
ド
ウ
の
出
来
栄
え
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
試
飲
用
の
ワ
イ
ン
で
、
地
元
で
し
か
流
通
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
評
判
が
次
第
に
広
が
り
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
同
士
の
競
争
が
激
し
く
な

な
り
、
熟
成
し
て
い
な
い
品
質
の
悪
い
ワ
イ
ン
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の

状
況
を
憂
え
た
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
一
九
六
七
年
、
解
禁
日
を
新
酒
が
出
来
上
が
る
「
十
一
月
第

三
木
曜
日
午
前
零
時
」
に
設
定
し
た
の
で
す
。
極
東
の
国
・
日
本
は
時
差
の
関
係
か
ら
世
界
で

最
初
に
ボ
ー
ジ
ョ
レ
ヌ
ー
ボ
ー
を
飲
め
る
国
に
な
っ
た
た
め
、
国
内
で
は
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
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ー
ム
が
起
こ
り
、
一
時
は
フ
ラ
ン
ス
の
総
輸
出
量
の
何
と
半
分
を
占
め
た
と
い
い
ま
す
。 

 

ど
う
や
ら
日
本
人
は
世
界
公
認
の
初
物
好
き
民
族
？
・
・
・
の
よ
う
で
す
。
江
戸
っ
子
だ
け

の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
日
本
人
の
特
性
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

（
注
）
長
野
県
戸
隠
で
は
貼
り
紙
で
は
な
く
「
蕎
麦
玉
」
が
蕎
麦
屋
の

店
頭
を
飾
り
ま
す
。「
根
曲
が
り
竹
」
と
い
う
細
長
い
竹
を
編
ん
で
作

っ
た
筒
状
の
籠
に
、
地
元
の
山
か
ら
採
っ
た
杉
の
葉
を
詰
め
、
最
後
に

両
端
を
丸
く
整
え
た
も
の
（
写
真
参
照
）
で
す
。「 


