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蕎
麦
の
常
識
非
常
識 

「
和
の
建
築
家
」・
隈
研
吾
氏
の
建
築
哲
学
と
蕎
麦 

 

隈
研
吾
と
聞
く
と
、
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
イ
ン
ス
タ
デ
ィ
ア
ム
で
あ
る

新
国
立
競
技
場
の
や
り
直
し
再
入
札
で
見
事
に
第
一
位
を
獲
得
し
た
こ
と
を
ま
ず
思
い
出
し

ま
す
。
五
層
に
重
な
る
ル
ー
バ
ー
の
庇
に
全
国
四
十
七
都
道
府
県
か
ら
集
め
た
杉
材
を
ふ
ん

だ
ん
に
使
っ
た
フ
ァ
サ
ー
ド
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
隈
氏
ら
し
い
「
和
の
建
築
」
そ
の
も
の
で
し
た
。

設
計
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
奈
良
の
法
隆
寺
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
和

の
遺
伝
子
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

隈
氏
は
そ
の
後
も
世
界
の
著
名
な
建
築
コ
ン
ペ
で
連
戦
連
勝
を
続
け
、
現
在
進
行
中
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
世
界
三
十
数
カ
国
・
二
〇
〇
件
余
に
及
ぶ
と
聞
く
と
、
も
は
や
日
本
の
代
表
的

な
建
築
家
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
的
な
巨
匠
と
い
う
名
に
相
応
し
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

こ
れ
ら
の
活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
、
令
和
五
年
に
は
「
第
八
十
回
恩
賜
賞
及
び
日
本
芸
術
院

賞
」
を
受
賞
。
そ
の
授
与
式
が
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
ご
臨
席
の
も
と
で
こ
の
六
月
に
行
わ
れ
た

こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。（
芸
術
院
賞
は
隈
研
吾
氏
を
含
め
全
部
で
九
人
の
方
々

が
、
恩
賜
賞
は
そ
の
中
か
ら
美
術
部
門
・
隈
研
吾
氏
、
文
芸
部
門
・
多
和
田
洋
子
氏
、
舞
踊
部

門
・
福
王
茂
十
郎
氏
の
三
氏
が
受
賞
） 

 

隈
氏
と
い
う
と
・
・
・
蕎
麦
絡
み
の
も
う
一
つ
別
の
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
十
年
余
り
前
に
私
が
蕎
麦
屋
巡
り
で
戸
隠
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
折
角
戸
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隠
に
来
た
の
だ
か
ら
戸
隠
神
社
・
奥
社
（
ソ

バ
の
初
収
穫
を
献
納
す
る
）
に
詣
で
る
こ
と

を
思
い
つ
き
、
六
〇
〇
本
を
超
え
る
と
い
う

杉
の
巨
木
に
囲
ま
れ
、
ま
っ
直
ぐ
伸
び
る
細

い
参
道
を
ひ
と
り
歩
い
た
の
で
す
が
、
そ
の

帰
り
路
に
参
道
の
往
復
約
一
キ
ロ
の
歩
行
で

疲
れ
た
身
体
を
休
め
よ
う
と
、
参
道
の
入
口
近
く
で
見
か
け
た
「
奥
社
の
茶
屋
」（
右
写
真
参

照
）
と
い
う
、
鄙ひ

な

に
は
稀
と
い
っ
た
ら
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
外
壁
が
黒
一
色
の
フ

ァ
サ
ー
ド
が
ち
ょ
っ
と
お
洒
落
で
目
を
惹
く
お
蕎
麦
屋
さ
ん
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
す
。
店
内

は
全
面
に
ガ
ラ
ス
が
使
わ
れ
て
い
て
透
明
感
に
あ
ふ
れ
、
外
光
の
取
り
入
れ
に
工
夫
が
凝
ら

さ
れ
て
い
る
の
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。 

 

後
日
調
べ
て
分
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
蕎
麦
屋
さ
ん
の
設
計
・
デ
ザ
イ
ン
は
隈
氏
に
よ

る
も
の
で
、
黒
の
フ
ァ
サ
ー
ド
は
神
社
参
道
に
植
わ
る
巨
木
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
木
製
の
ル
ー

バ
ー
が
垂
直
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
外
光
の
調
節
を
す
る
仕

組
み
だ
と
知
り
ま
し
た
。
更
に
戸
隠
の
蕎
麦
屋
で
は
、
地
元
産
の
「
根
曲
が
り
竹
」
で
作
っ
た

笊ざ
る

に
蕎
麦
を
入
れ
て
お
客
に
出
す
の
が
一
般
的
で
す
が
、
奥
社
の
茶
屋
で
は
、
こ
の
根
曲
が
り

竹
が
笊
だ
け
で
は
な
く
照
明
器
具
や
内
装
を
は
じ
め
随
所
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

更
に
分
か
っ
た
こ
と
は
、
隈
氏
が
設
計
し
た
お
蕎
麦
屋
さ
ん
が
福
島
県
に
も
う
一
軒
あ
る



 

3 

 

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
阿
武
隈
川
上
流
の
河
川
敷
に
建
つ
「
乙お

つ

字
亭

じ

て

い

」
が
そ
れ
で
す
。
此
方
の

方
は
、
阿
武
隈
川
の
流
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
水
平
の
ル
ー
バ
ー
の
フ
ァ
サ
ー
ド
に
な
っ
て
い

る
そ
う
で
す
（
未
訪
問
・
現
在
休
業
中
）
。 

 

世
界
的
巨
匠
と
も
い
わ
れ
る
隈
氏
が
何
故
蕎
麦
屋
の
設
計
な
の
か
、
と
思
わ
れ
る
方
も
お

ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
隈
氏
が
無
類
の
蕎
麦
好
き
だ
と
は
予
て
か
ら
耳
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
こ
ま
で
蕎
麦
に
心
を
寄
せ
る
の
は
何
故
な
の
か
、
正
直
い
っ
て
疑
問
が
残
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
偶
然
、
蕎
麦
の
季
刊
誌
「
新
そ
ば
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
氏
の
エ
ッ
セ
イ
「
線
的
な

も
の
と
身
体
」
を
読
む
機
会
が
あ
り
、
や
っ
と
そ
の
謎
が
解
け
た
の
で
す
。 

隈
氏
の
中
で
は
「
建
築
と
蕎
麦
は
分
離
不
可
能
な
一
体
の
も
の
」
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

エ
ッ
セ
イ
の
中
で
展
開
さ
れ
る
氏
の
建
築
哲
学
と
蕎
麦
へ
の
思
い
入
れ
の
一
端
を
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。 

 

先
ず
隈
氏
は
、「
食
べ
物
と
建
築
と
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
」
と
い
い
ま
す
。
要
約
す
る
と
こ

う
な
る
の
で
す
・
・
・
「
料
理
人
も
建
築
家
も
材
料
を
切
り
揃
え
た
り
、
並
べ
替
え
た
り
、
加

熱
し
た
り
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
両
者
は
本
質
的
に
は
同
業
種
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
料
理
か
ら
得
ら
れ
る
建
築
へ
の
ヒ
ン
ト
は
無
限
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
」・
・
・
と
い
う
の
で
す
。 

だ
か
ら
「
ソ
バ
が
僕
の
大
好
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
僕
が
建
築
に
お
い
て
『

塊
か
た
ま
り

の
建

築
家
』
で
も
『
面
の
建
築
家
』
で
も
な
く
、『
線
の
建
築
家
』
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
は
、
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当
然
深
い
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」・
・
・
と
、
蕎
麦
と
建
築
と
自
己
の
関
係
を
自

ら
説
明
す
る
の
で
す
。 

 

隈
氏
は
自
然
素
材
を
重
視
し
た
建
築
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打

ち
っ
ぱ
な
し
を
嫌
い
、
自
然
や
環
境
に
溶
け
込
む
よ
う
に
調
和
す
る
優
し
い
木
材
や
石
な
ど

を
多
用
す
る
「
和
の
建
築
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
木
製
の
ル
ー
バ
ー
（
格
子
・
線
の
建
築
）

を
好
ん
で
多
用
す
る
の
も
そ
の
表
わ
れ
の
一
つ
で
あ
る
と
も
述
べ
て
も
い
ま
す
。 

 

一
方
、
蕎
麦
も
極
め
て
シ
ン
プ
ル
で
自
然
そ
の
も
の
の
食
べ
物
で
す
。
し
か
し
他
面
で
は
蕎

麦
そ
の
も
の
の
味
に
加
え
て
、
出
汁
が
蕎
麦
の
表
面
な
い
し
蕎
麦
の
周
り
の
隙
間
に
か
ら
ん

で
創
り
出
す
味
覚
の
微
妙
で
複
雑
な
重
層
性
を
持
つ
江
戸
時
代
か
ら
数
百
年
の
伝
統
の
重
み

を
持
つ
食
べ
物
で
も
あ
り
ま
す
。
隈
氏
は
蕎
麦
の
こ
の
重
層
性
を
「
ル
ー
バ
ー
を
使
っ
て
獲
得

し
よ
う
と
し
て
い
る
建
築
空
間
の
重
層
性
と
同
質
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
僕
は
建
築
に
ル
ー
バ

ー
を
多
用
し
、
蕎
麦
を
暴
食
し
て
い
る
の
で
す
」
と
ま
で
言
う
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
隈
氏
に
と
っ
て
建
築
と
蕎
麦
と
の
関
係
は
「
自
然
素
材
へ
の
こ
だ
わ
り
と
日
本
の

伝
統
文
化
へ
の
畏
敬
が
融
合
し
一
体
化
し
て
い
る
」
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。 

世
の
中
に
は
美
味
い
食
べ
物
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
蕎
麦
の
よ
う
に
伝
統
文
化
と
融
合

一
体
化
し
て
い
る
が
た
め
に
深
く
愛
さ
れ
る
食
べ
物
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。 

 

今
後
、
隈
氏
の
建
築
が
ど
の
よ
う
な
進
化
を
遂
げ
発
展
し
て
行
く
の
か
、
建
築
に
は
何
の
造

詣
も
な
い
私
で
す
が
、
興
味
の
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
す
。 
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と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
、「
ソ
バ
チ
ェ
ア
」
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
名
の
椅
子
が
あ
る
こ
と
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

蛇
足
な
が
ら
お
尋
ね
し
ま
す
。 

 

八
十
㍍
も
の
ビ
ニ
ー
ル
製
の
長
い
チ
ュ
ー
ブ
を
椅
子
に

巻
き
付
け
、
座
り
心
地
を
格
段
に
良
く
し
た
も
の
で
、
ス
ペ

イ
ン
料
理
店
か
ら
の
依
頼
で
何
と
隈
氏
が
デ
ザ
イ
ン
し
た

椅
子
（
右
写
真
参
照
）
だ
と
い
い
ま
す
。「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
ー

チ
ェ
ア
」
な
る
も
の
が
既
に
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
の
で
す
が
、
巻
き
つ
け
た
チ
ュ
ー
ブ
が
横
向
き

に
な
っ
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
ず
、「
ソ
バ
チ
ェ
ア
」
で
は
チ
ュ
ー
ブ
が
縦
の
流
れ
に
し
た
と

い
い
ま
す
。 

こ
の
こ
だ
わ
り
こ
そ
が
隈
氏
の
創
造
力
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 


