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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
㉖ 

 
 

 
 

武
蔵
野
台
地
で
躍
動
し
た
新
水
車

し
ん
ぐ
る
ま 

 
 

日
本
の
原
風
景 

 
 

「
渋
谷
の
通
を
野
に
出
る
と
、
駒
場
に
通
ず
る
大
き
な
路
が
楢
林
に
つ
い
て
曲
っ
て
い
て
、

向
う
に
野
川

の

が

わ

の
う
ね
う
ね
と
田
圃
の
中
を
流
れ
て
い
る
の
が
見
え
、
水
車
が
頻
り
に
動
い
て

い
る
の
が
見
え
た
。
地
平
線
は
鮮
や
か
に
晴
れ
て
、
武
蔵
野
に
特
有
な
林
を
持
っ
た
低
い
丘
が

そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
続
い
て
眺
め
ら
れ
た
」・
・
・
渋
谷
近
く
に
住
ん
で
い
た
国
木
田
独
歩
を
、

田
山
花
袋
が
初
め
て
訪
ね
た
頃
の
牧
歌
的
と
も
い
え
る
武
蔵
野
台
地
の
風
景
を
描
写
し
た
も

の
で
す
（
田
山
花
袋
「
東
京
の
三
十
年
・
丘
の
上
の
家
」
明
治
二
十
九
年
初
版
）。 

ビ
ル
と
人
の
群
れ
で
溢
れ
る
現
在
の
渋
谷
と
は
ま
る
で
異
な
っ
た
、
武
蔵
野
と
い
う
名
に

相
応
し
い
緑
豊
か
な
丘
陵
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
田
山
花
袋
が
描
写
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時

の
多
摩
川
や
神
田
川
（
支
流
の
河
川
も
含
め
て
）
に
は
数
多
く
の
水
車
（
明
治
三
十
年
。
七
百

十
台
）
が
稼
働
し
て
い
て
米
を
搗
き
、
コ
ム
ギ
や
ソ
バ
の
製
粉
を
し
て
い
ま
し
た
。
人
口
百
万

人
を
超
え
る
大
都
市
・
江
戸→

東
京
の
胃
袋
を
支
え
る
裏
方
を
務
め
て
い
た
の
で
す
。 

 

四
百
数
十
年
前
、
徳
川
家
康
が
駿
府
か
ら
江
戸
へ
入
府
し
て
最
初
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
、

江
戸
城
と
城
下
へ
の
水
の
確
保
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
先
ず
着
手
し
た
の
が
、
井
の
頭

い
の
か
し
ら

池い
け

を
起

点
と
す
る
「
神
田
上
水
」
と
、
多
摩
川
か
ら
の
「
玉
川
上
水
」
の
開
削
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
武
蔵
野
台
地
は
潤
沢
な
水
資
源
に
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
ソ
バ
・
コ
ム
ギ
等
の
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多
く
が
こ
の
武
蔵
野
台
地
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
次
第
に
こ
れ
ら

の
河
川
に
は
水
車

み
ず
ぐ
る
ま

が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
精
米
や
製
粉
を
業
と
す
る
農
民
が
増
加
し

て
き
ま
し
た
。
人
力
よ
り
河
川
の
流
水
を
動
力
源
に
す
る
方
が
遥
か
に
効
率
的
で
あ
る
こ
と

は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
水
車
に
は
搗
き
臼
と
磨
り
臼
に
加
え
篩
い
等
の
装
置

も
備
え
ら
れ
精
米
・
製
粉
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
江
戸
市
中
に
勃
興
せ
ん
と
し
て
い
た
外

食
産
業
ヘ
の
供
給
を
行
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
す
。 

関
係
図
書
を
紐
解
い
て
み
ま
す
と
、
中
国
大
陸
で
発
達
し
て
い
た
水
車
が
朝
鮮
半
島
を
経

て
「
碾
磑

て
ん
が
い

」
と
い
う
名
で
日
本
へ
伝
来
し
た
の
が
推
古
天
皇
の
十
八
年
（
六
一
〇
年
）
だ
と
い

い
ま
す
か
ら
ず
い
ぶ
ん
古
い
話
で
す
。 

そ
の
後
、
水
車
は
人
力
に
代
わ
る
貴
重
な
動
力
源
と
し
て
多
様
な
用
途
に
活
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
す
が
、
大
き
く
は
田
圃
な
ど
へ
水
を
運
ぶ
た
め
の
「
揚
水
用
」
と
精
米
や
ソ
バ
・

コ
ム
ギ
等
の
製
粉
の
よ
う
に
加
工
を
目
的
と
し
た
「
動
力
用
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

動
力
用
と
し
て
は
、
精
米
・
製
粉
と
並
ん
で
一
般
家
庭
の
灯
火
用
に
使
う
「
菜
種
油
・
綿
実

油
」
が
大
量
に
絞
ら
れ
よ
う
に
な
り
、
精
米
も
量
と
共
に
質
も
飛
躍
的
に
向
上
し
て
、
伊
丹
の

清
酒
（
そ
れ
ま
で
は
「
濁
り
酒
」）
が
誕
生
す
る
こ
と
と
に
な
っ
た
の
で
す
。「
下
り
酒
」
と
呼

ば
れ
遠
く
江
戸
ま
で
運
ば
れ
爆
発
的
な
人
気
を
呼
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
す
。 

 

製
糸
・
撚
糸
・
製
糖
や
火
薬
の
生
産
に
ま
で
水
車
は
多
様
な
範
囲
で
活
用
さ
れ
て
き
ま
し
た 

が
、
水
車
が
精
米
・
製
粉
等
の
農
事
用
に
主
に
使
わ
れ
た
の
は
幕
末
頃
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
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和
初
期
ま
で
の
約
百
年
間
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

参
考
ま
で
に
、
昭
和
十
七
年
の
統
計
に
よ
る
と
全
国
で
稼
働
し
て
い
た
農
事
用
の
水
車
数

は
七
万
八
千
四
百
八
十
二
台
に
及
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。 

 

戦
後
は
急
速
に
電
力
へ
の
転
換
が
進
ん
だ
た
め
に
、
水
車
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
ま
し
た
。 

現
在
、
原
型
を
完
全
に
残
し
て
い
る
大
型
営
業
用
水
車
は
、
東
京
・
三
鷹
市
大
沢
を
流
れ
る
野

川
（
多
摩
川
の
支
流
）
に
設
置
さ
れ
て
い
る
峰
岸
家
の
新
水
車

し
ん
ぐ
る
ま

（
文
化
五
年
・
一
八
〇
八
年
新

設
）
だ
け
だ
と
い
い
ま
す
。
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
年
）
頃
ま
で
百
六
十
年
も
の
永
い
間

働
き
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
保
存
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
民
族
文
化
資
料
で
す
。
平
成
六

年
に
三
鷹
市
、
平
成
十
年
に
は
東
京
都
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
武
蔵
野
の
昔
を
語

る
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

シ
ン
ボ
ル
と
い
え
ば
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
当
時
武
蔵
野
に
は
青
梅
街
道
沿
い
に
製
粉
会

社
が
五
社
あ
り
ま
し
た
が
、
転
廃
業
が
続
く
中
で
、
石
森
製
粉
（
株
）
た
だ
一
社
だ
け
が
今
も

健
在
で
製
粉
業
を
続
け
て
い
ま
す
。
同
社
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
に
「
吉
野
屋
」
の
名

で
創
業
し
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
年
）
に
「
石
森
製
粉
所
」
に
改
称
し
て
、
今
日
ま
で
そ

ば
粉
専
門
の
製
粉
を
百
五
十
二
年
間
も
続
け
た
日
本
屈
指
の
老
舗
で
す
。
現
在
、
工
場
は
新
木

場
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
元
の
中
野
・
工
場
跡
に
は
「
本
社
ビ
ル
」
が
建
て
ら
れ
、
そ

の
玄
関
に
大
き
な
石
臼
が
記
念
碑
と
し
て
置
か
れ
て
い
て
往
時
の
名
残
り
を
留
め
て
い
ま
す
。 

緑
あ
ふ
れ
る
武
蔵
野
台
地
を
静
か
に
流
れ
る
多
摩
川
・
神
田
川
を
は
じ
め
多
く
の
河
川
の
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流
れ
の
中
で
、「
コ
ッ
ト
ン 

コ
ッ
ト
ン
」・
・
・
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
を
刻
み
な
が
ら
石
臼
で
粉

を
挽
く
水
車
の
姿
は
、
武
蔵
野
の
み
な
ら
ず
日
本
の
原
風
景
を
語
る
上
で
、
決
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
も
の
の
ひ
と
つ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

次
に
掲
げ
る
の
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
歌
謡
（
歌
手
・
荒
井
恵
子
）
に
取
り

上
げ
ら
れ
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
水
車
の
唄
」
で
す
。 

  
 

 
 

 

森
の
水
車 

 
 

緑
の
森
の
彼
方
か
ら 

陽
気
な
唄
が
聞
こ
え
ま
す 

あ
れ
は
水
車
の
ま
わ
る
音 

耳
を
す
ま
し
て
お
聞
き
な
さ
い 

コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

フ
ァ
ミ
レ
ド
シ
ド
レ
ミ
フ
ァ 

コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

仕
事
に
は
げ
み
ま
し
ょ
う 

コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

い
つ
の
日
か 

楽
し
い
春
が
や
っ
て
来
る 

 

昭
和
十
七
年
に
「
清
水
み
の
る
」
作
詞
、「
米
山
正
夫
」
作
曲
、
高
峰
秀
子
の
歌
で
レ
コ
ー

ド
が
発
売
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
以
降
で
あ
る
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こ
と
は
先
述
の
通
り
で
す
。 

こ
の
小
文
を
書
く
た
め
の
資
料
探
し
の
過
程
で
「
森
の
水
車
」
を
見
つ
け
た
の
で
す
が
、
遠

い
記
憶
の
奥
の
奥
に
残
っ
て
い
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
「
コ
ト
コ
ト
コ
ッ
ト
ン 

フ
ァ
ミ
レ
ド
シ

ド
レ
ミ
フ
ァ
」
の
歌
詞
が
決
め
手
で
し
た
。 

 

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
つ
く
ら
い
は
変
わ
ら
な
い
日
本
の
原

風
景
を
心
の
中
に
刻
み
込
ん
で
お
き
た
い
も
の
だ
、
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。
出
来
れ
ば
唄

と
共
に
・
・
・
。 


