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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
㉘ 

 
 

 
 

「
天
ぷ
ら
そ
ば
と
三
ツ
矢
サ
イ
ダ
ー
」 

 

あ
る
童
話
作
家
の
こ
と 

  

日
本
三
大
そ
ば
と
い
え
ば
、
岩
手
県
の
「
わ
ん
こ
そ
ば
」、
長
野
県
の
「
戸
隠
そ
ば
」、
そ
し

て
島
根
県
の
「
出
雲
そ
ば
」
を
指
す
の
が
一
般
的
で
す
。 

 

夫
々
永
い
歴
史
を
持
ち
、
個
性
豊
か
な
風
味
を
持
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
も
独
自
の

器
う
つ
わ

（
注
１
）
に
そ
ば
を
盛
り
付
け
提
供
す
る
様
式
に
な
っ
て
い
て
、
日
本
の
そ
ば
文
化
の
一

角
に
鮮
や
か
な
彩
り
を
添
え
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

戸
隠
・
出
雲
そ
ば
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
宮
沢

賢
治
の
地
元
岩
手
県
の
そ
ば
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

岩
手
県
と
い
え
ば
、
誰
し
も
第
一
に
思
い
起
こ
す
の
が
「
わ
ん
こ
そ
ば
」
で
し
ょ
う
。
そ
れ

ほ
ど
「
わ
ん
こ
そ
ば
」
は
岩
手
県
の
名
産
品
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

「
は
い
、
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
、
は
い
、
ど
ん
ど
ん
」・
・
・
た
す
き
掛
け
の
お
姉ね

え

さ
ん
の
か
け

声
と
と
も
に
椀
の
中
に
素
早
く
投
げ
込
ま
れ
る
そ
ば
を
次
々
と
空
け
て
行
き
、
蓋
を
閉
め
る

ま
で
食
べ
放
題
と
い
う
「
わ
ん
こ
そ
ば
」
は
、
独
特
の
風
情
を
醸
し
出
す
郷
土
性
の
強
い
そ
ば

の
食
べ
方
と
い
え
ま
す
。「
椀
子

わ

ん

こ

」
と
は
小
ぶ
り
で
主
に
朱
色
に
塗
ら
れ
た
椀
の
こ
と
で
、
こ

の
器
に
盛
ら
れ
た
そ
ば
の
こ
と
を
「
わ
ん
こ
そ
ば
」
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

と
も
す
れ
ば
「
わ
ん
こ
そ
ば
」
は
、
食
べ
た
椀
の
数
を
競
う
大
食
い
イ
ベ
ン
ト
と
考
え
が
ち
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で
す
が
、
実
は
江
戸
時
代
の
昔
か
ら
南
部
地
方
（
岩
手
県
北
部
）
に
は
、
秋
の
収
穫
時
や
祝
い

事
が
あ
る
と
、
地
主
が
小
作
人
た
ち
を
大
勢
集
め
て
ご
馳
走
す
る
習
慣
が
あ
り
、
最
後
の
酒
盛

り
の
後
に
「
お
立
ち
蕎
麦
」（
お
開
き
の
意
）
を
振
舞
い
、「
も
っ
と
食
え
、
も
っ
と
食
べ
ろ
」

と
攻
め
立
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
さ
な
椀
に
盛
る
こ
と
で
一
度
に
多
数
の
人
に
行

き
渡
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。 

 

「
わ
ん
こ
そ
ば
」
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
は
二
説
あ
っ
て

喧
か
ま
び
す

し
い
の
で
す
。 

先
ず
は
、
江
戸
時
代
に
南
部
氏
二
十
七
代
の
南
部
利
直
公
が
参
勤
交
代
で
花
巻
に
立
ち
寄

ら
れ
た
折
り
に
出
さ
れ
た
小
椀
に
盛
ら
れ
た
そ
ば
が
大
変
気
に
入
り
、
何
杯
も
お
代
わ
り
し

た
事
を
由
来
と
す
る
花
巻
説
。
も
う
一
つ
は
、
平
民
宰
相
と
呼
ば
れ
た
第
十
九
代
内
閣
総
理
大

臣
の
原

敬
た
か
し

が
出
身
地
の
盛
岡
に
帰
省
し
た
際
に
小
椀
に
盛
ら
れ
た
そ
ば
を
振
る
舞
わ
れ
、

「
そ
ば
は
椀
こ
に
限
る
」
と
い
っ
た
の
が
由
来
で
あ
る
と
す
る
盛
岡
説
が
有
力
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
夫
々
の
郷
土
愛
が
作
り
上
げ
た
物
語
と
し
て
ご
紹
介
す
る
に
留
め
て
お

き
ま
し
ょ
う
。 

 

童
話
作
家
で
詩
人
で
も
あ
り
、
同
時
に
花
巻
農
学
校
の
教
員
で
農
民
運
動
家
で
も
あ
っ
た

宮
沢
賢
治
は
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。 

 

「
ア
メ
ニ
モ
マ
ケ
ズ 

カ
ゼ
ニ
モ
マ
ケ
ズ
・
・
・
」
伝
説
に
よ
っ
て
、
岩
手
県
と
り
わ
け
花

巻
に
と
っ
て
宮
沢
賢
治
は
余
人
に
替
え
難
い
特
別
な
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
は
花
巻
市
役
所

が
毎
日
流
す
時
報
（
午
前
七
時
・
正
午
・
午
後
七
時
）
の
う
ち
、
午
後
七
時
は
賢
治
が
稗
貫

ひ
え
ぬ
き

農
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学
校
（
花
巻
農
学
校
の
前
身
）
の
教
員
時
代
に
作
詞
し
、
生
徒
が
作
曲
し
た
と
い
わ
れ
る
「
精

神
歌
（
注
２
）」
午
後
七
時
に
は
「
星
め
ぐ
り
の
歌
」（
賢
治
作
詞
・
作
曲
）
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が

現
在
も
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

し
か
し
、
そ
の
賢
治
が
無
類
の
蕎
麦
好
き
で
あ
っ
た
こ
と

は
案
外
世
間
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
か
く
い
う

私
も
十
数
年
前
に
花
巻
の
老
舗
蕎
麦
屋
・
や
ぶ
屋
総
本
店
を

訪
れ
た
際
に
、
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
賢
治
が
愛
し
た
と
い

う
メ
ニ
ュ
ー
「
天
ぷ
ら
そ
ば
と
三
ツ
矢
シ
ャ
ン
ペ
ン
サ
イ
ダ

ー
」（「
賢
治
セ
ッ
ト
」
写
真
参
照
）
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
の

を
見
て
初
め
て
知
っ
た
次
第
な
の
で
す
。「
天
ぷ
ら
蕎
麦
と
サ
イ
ダ
ー
」
と
い
う
取
り
合
わ
せ

の
奇
妙
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
天
ぷ
ら
蕎
麦
が
十
五
銭
で
、
三
ツ
矢
サ
イ
ダ
ー
の
方
が
八
銭

も
高
い
二
十
三
銭
と
い
う
値
段
の
格
差
に
歳
月
の
流
れ
を
感
じ
ま
す
。
現
在
は
、
天
ぷ
ら
蕎
麦

が
九
百
八
十
円
、
三
ツ
矢
サ
イ
ダ
ー
は
三
百
円
で
逆
転
し
て
い
ま
す
。 

 

賢
治
は
や
ぶ
屋
が
大
の
お
気
に
入
り
で
、「
ブ
ッ
シ
ュ
へ
行
こ
う
（
や
ぶ
屋
に
行
こ
う
）」
と

い
う
の
が
口
癖
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
、「
ブ
ッ
シ
ュ
」
は
英
語
で
、「
藪
」
を
意
味

す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
「
一
杯
飲
も
う
」
と
い
う
の
も
お
酒
で
は
な

く
サ
イ
ダ
ー
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
花
巻
農
学
校
の
先
生
方
は
ビ
ー
ル
を
飲
ま
ず
サ
イ

ダ
ー
を
飲
む
の
が
習
性
に
な
っ
て
い
た
、
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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や
ぶ
屋
の
創
業
は
大
正
十
二
年
で
す
が
、
賢
治
が
教
員
に
な
っ
た
の
が
そ
の
二
年
前
の

大
正
十
年
で
、
や
ぶ
屋
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
二
階
建
て
で
評
判
の
店
で
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
か
ら
、
ハ
イ
カ
ラ
好
み
の
賢
治
が
足
繁
く
通
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
や
ぶ
屋
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
創
業
者
の
佐
々
木
圭け

い

三ぞ
う

氏
（
創
業
時
二
十
一

歳
）
は
人
付
き
合
い
の
上
手
な
人
だ
っ
た
ら
し
く
、
七
歳
年
上
の
賢
治
に
懐な

つ

い
て
い
て
、
賢
治

が
店
に
来
る
と
「
あ
あ
賢
治
さ
ん
が
来
た
」
と
い
っ
て
賢
治
の
席
に
座
り
込
ん
で
よ
も
や
ま
話

を
す
る
の
が
常
だ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
を
聞
い
て
一
つ
だ
け
疑
問
が
残
り
ま
し
た
。 

 

賢
治
は
禁
酒
主
義
者
で
し
た
の
で
、
ビ
ー
ル
で
は
な
く
流
行

は

や

り

の
サ
イ
ダ
ー
だ
っ
た
と
い
う

の
は
納
得
な
の
で
す
が
、
海
老
が
入
っ
た
天
ぷ
ら
蕎
麦
が
お
気
に
入
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
は
菜
食
主
義
者
で
あ
っ
た
賢
治
が
？
・
・
・
と
正
直
な
と
こ
ろ
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。
で
す

が
、
賢
治
の
菜
食
主
義
は
頑

か
た
く

な
な
も
の
で
は
必
ず
し
も
無
く
、
時
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
し

て
い
た
と
も
言
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
止
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。 

 

ま
た
食
べ
方
も
早
く
量
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
同
僚
だ
っ
た
教
員
達
の
証
言
を
挙
げ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。「
宮
澤
さ
ん
は
と
て
も
そ
ば
好
き
で
、
や
ぶ
屋
の
お
得
意
で
し
た
。
食
べ
る

の
も
早
く
て
、
私
が
一
杯
食
べ
る
う
ち
に
、
お
代
わ
り
を
し
て
二
杯
は
食
べ
て
い
ま
し
た
」
、

「
奉
仕
の
た
め
の
労
働
が
激
し
か
っ
た
せ
い
か
食
事
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
量
の
多
い
方
で
、

や
ぶ
屋
の
そ
ば
を
食
べ
た
り
す
る
と
き
は
相
好
を
く
ず
し
て
い
た｣

等
々
・
・
・ 



5 

 

 
友
人
達
の
話
に
よ
る
と
、
賢
治
の
や
ぶ
屋
通
い
は
相
当
な
も
の
で
、
学
生
や
同
僚
を
引
き
連

れ
て
行
く
こ
と
も
度
々
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
中
に
は
こ
ん
な
話
も
あ
り
ま
す
。「
遠
足
の
帰
り

の
こ
と
、
夜
も
遅
く
な
り
や
ぶ
屋
も
店
を
閉
め
て
い
た
の
で
す
が
、
店
の
入
り
口
を
ど
ん
ど
ん

叩
い
て
店
を
開
け
て
も
ら
い
。
賢
治
が
『
ど
う
も
夜
分
遅
く
な
っ
て
す
み
ま
せ
ん
。
生
徒
を
つ

れ
て
来
た
の
で
す
が
、
有
り
合
わ
せ
の
も
の
で
も
食
べ
さ
せ
て
下
さ
い
』
と
頼
む
と
、
や
ぶ
屋

の
主
人
（
佐
々
木
圭
三
）
も
む
し
ろ
喜
ん
で
二
階
の
座
敷
へ
通
し
て
く
れ
た
」 

賢
治
の
懐
具
合
も
生
涯
で
一
番
安
定
し
た
（
月
給
八
十
円
・
賞
与
百
円
）
時
期
で
も
あ
り
、

元
々
お
金
に
執
着
す
る
タ
イ
プ
で
は
な
い
賢
治
の
こ
と
で
す
か
ら
、
あ
り
そ
う
な
話
で
す
ね
。 

こ
れ
だ
け
蕎
麦
好
き
の
賢
治
が
自
ら
の
著
作
の
中
に
直
接
蕎
麦
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
が

見
当
た
ら
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
変
幻
自
在
の
賢
治
の
こ
と
で
す
か
ら
「
こ
れ
も
あ

り
」
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

 

「
ア
メ
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
詩
の
中
に
あ
る
「
一
日
ニ
玄
米
四
合
ト
味
噌
ト
少
シ
ノ
野
菜
ヲ
タ

ベ
」
な
が
ら
働
く
「
サ
ウ
イ
ウ
モ
ノ
ニ 

ワ
タ
シ
ハ
ナ
リ
タ
イ
」
と
い
う
賢
治
に
は
「
天
ぷ
ら

蕎
麦
と
三
ツ
矢
シ
ャ
ン
ペ
ン
サ
イ
ダ
ー
を
食
べ
な
が
ら
の
談
笑
は
、
一
時

ひ
と
と
き

の
贅
沢
を
楽
し
み

憩
う
時
間
で
あ
り
、
人
間
関
係
を
作
る
た
め
の
格
好
の
場
で
あ
り
、
同
時
に
蕎
麦
は
彼
の
厳
し

い
奉
仕
活
動
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
も
な
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 ＊
注
１ 

「
戸
隠
そ
ば
」
は
ご
当
地
産
の
“
根
曲
が
り
竹
”
を
使
っ
た
竹
細
工
の
笊
に
、「
出 
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雲
そ
ば
」
は
“
朱
塗
り
の
丸
形
三
段
重
”
に
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。 

＊
注
２ 

「
精
神
歌
」 

賢
治
が
最
初
に
教
員
と
し
て
赴
任
し
た
稗
貫
郡
立
稗
貫
農
学
校
（
花

巻
農
学
校
の
前
身
）
は
岩
手
県
立
花
巻
高
等
女
学
校
の
ち
ょ
う
ど
隣
り
合
わ
せ
に
あ

り
、
花
巻
高
等
女
学
校
に
比
べ
規
模
・
建
物
も
貧
弱
だ
っ
た
の
で
「
ク
ワ
っ
こ
大
学
」

と
渾
名
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
賢
治
は
こ
の
よ
う
な
生
徒
達
に
自
信
を
持
た
せ
よ
う
と

精
神
歌
や
応
援
歌
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 


