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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
㉙ 

 
 

「
早
く
江
戸
に
な
れ
ば
い
い
の
に
」・
・
・
故
杉
浦
日
向
子
さ
ん
の
願
い 

  

杉
浦
日
向
子
さ
ん
が
四
十
六
歳
（
一
九
五
八
～
二
〇
〇
五
）
の
若
さ
で
喉
頭
が
ん
を
患
い
、

亡
く
な
っ
て
か
ら
既
に
十
九
年
を
数
え
ま
す
。 

 

一
貫
し
て
江
戸
風
俗
を
題
材
に
し
て
、
漫
画
を
主
に
エ
ッ
セ
イ
・
小
説
等
・
・
・
幅
広
い
分

野
で
活
躍
。
特
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
「
コ
メ
デ
ィ
ー
お
江
戸
で
ご
ざ

る
」（
一
九
九
五
～
二
〇
〇
四
年
）
で
は
解
説
者
と
し
て
、
そ
の
独

特
の
語
り
口
と
博
識
さ
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
り
、

お
茶
の
間
の
人
気
を
さ
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
憶
え
て
お
ら
れ
る
方

は
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
代
考
証
の
確
か
さ
と
、
江
戸
を
愛
す
る
気
持
ち
の
深
さ
で
は
、

番
組
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
し
て
「
も
し
か
し
た
ら
こ
の
人
は
江
戸
か
ら
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

て
き
た
人
で
は
な
い
か
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
し
た
。 

 

エ
ッ
セ
イ
「
お
江
戸
で
ご
ざ
る
」
の
中
で
彼
女
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。 

「『
あ
あ
、
早
く
江
戸
に
な
れ
ば
い
い
』 

最
近
よ
く
、
そ
う
思
い
ま
す
。
東
京
の
片
隅
に
ひ

ょ
こ
ん
と
長
屋
が
出
来
て
、
そ
れ
が
次
々
に
増
え
て
い
っ
て
東
京
を
覆
い
尽
く
し
、
江
戸
に
な

っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
に
な
あ
、
と
思
い
ま
す
」 

 

日
本
橋
の
呉
服
屋
の
娘
と
し
て
東
京
は
港
区
芝
に
生
ま
れ
、
幼
児
の
頃
か
ら
歌
舞
伎
・
寄
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席
・
大
相
撲
等
と
親
し
み
育
ち
、
江
戸
の
香
り
を
た
っ
ぷ
り
残
し
た
長
屋
に
も
住
ん
だ
経
験
が

あ
る
と
い
う
彼
女
は
、
時
代
考
証
を
自
ら
の
経
験
に
照
し
て
検
証
で
き
る
数
少
な
い
人
だ
っ

た
の
で
す
。
彼
女
は
現
在
に
生
き
る
真
正
の
江
戸
っ
子
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

彼
女
の
江
戸
風
俗
を
解
説
す
る
時
代
考
証
の
視
点
は
常
に
「
江
戸
側
か
ら
現
代
を
見
て
い

る
。
自
分
は
江
戸
の
町
に
い
て
、
辺
り
を
見
回
し
な
が
ら
、
現
代
人
に
話
し
か
け
て
い
る
」
と

表
現
す
る
筑
摩
書
房
編
集
者
・
松
田
哲
夫
氏
の
言
に
全
く
異
論
は
な
く
、
指
摘
の
通
り
だ
と
思

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
日
向
子
さ
ん
は
江
戸
っ
子
で
あ
っ
た
が
故
に
蕎
麦
好
き
人
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
も
尋
常
な
レ
ベ
ル
で
は
な
い
・
・
・
。 

筆
者
も
そ
ば
好
き
人
間
の
端
く
れ
だ
と
自
認
し
て
い
る
の
で
す
が
、
杉
浦
さ
ん
の
域
に
達

す
る
に
は
「
な
お
道
遠
し
」
と
実
感
さ
せ
ら
れ
た
彼
女
の
書
い
た
一
文
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「
私
が
そ
ば
屋
に
行
く
時
間
帯
は
、
い
つ
も
、
午
後
二
時
か
ら
四
時
の
間
。
昼
食
の
喧
騒
が

去
り
、
夕
刻
す
ぎ
の
飲
み
屋
状
態
に
な
る
前
。
ぽ
っ
か
り
と
し
た
昼
下
が
り
。
は
あ
良
い
午
後

だ
。
ひ
と
り
ふ
た
り
焼
き
の
り
を
つ
ま
み
つ
つ
手
酌
を
傾
け
て
い
る
。
特
別
な
も
の
は
な
に
も

無
い
。
た
だ
な
ん
と
な
く
い
い
の
だ
。
い
い
そ
ば
屋
に
は
居
心
地
の
い
い
午
後
が
あ
る
。
こ
ん

な
に
く
つ
ろ
げ
る
場
所
は
銭
湯
と
そ
ば
屋
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。
四
十
分
も
あ
れ
ば
そ
ば
湯
も
飲

ん
で
き
ち
ん
と
堪
能
で
き
る
。
の
れ
ん
を
く
ぐ
れ
ば
町
は
ほ
ど
よ
く
暮
れ
な
ず
み
、
夕
日
が
頬

を
染
め
、
気
持
ち
は
ふ
っ
く
ら
満
ち
て
く
る
。
ま
る
で
湯
上
り
の
爽
快
感
。
だ
か
ら
長
湯
（
居
）
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は
野
暮
な
の
だ
。
こ
れ
か
ら
も
、
ず
っ
と
よ
ろ
し
く
」（
雑
誌
「
太
陽
」・
一
九
九
八
年
十
二
月

号
） 

 

当
時
四
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
彼
女
が
何
故
こ
こ
ま
で
透
徹
し
た
人
生
観
を
持
つ
に
至

っ
た
か
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

先
立
つ
こ
と
六
年
、
彼
女
は
体
調
を
崩
し
入
院
し
た
病
院
で
、
病
気
は
血
液
の
免
疫
系
の
疾

患
で
骨
髄
移
植
の
他
、
完
治
す
る
方
法
の
な
い
難
病
で
あ
る
こ
と
を
告
知
さ
れ
て
い
て
、
多
忙

を
極
め
る
漫
画
家
を
続
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
知
り
引
退
を
決
意
し
た
の
で
す
。 

 

そ
し
て
そ
の
前
年
、「
ソ
バ
屋
で
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
自
分
に
と
っ
て
の
道
楽
だ
と
気

付
い
た
」（
編
著
書
「
も
っ
と
ソ
バ
屋
で
憩
う
」）
彼
女
は
、
引
退
を
予
期
し
て
い
た
か
の
よ
う

に
そ
ば
好
き
が
集
う
気
楽
な
洒
落
の
会
「
ソ
連
」（
ソ
バ
好
き
連
）
を
結
成
し
ま
し
た
。 

 

「
連れ

ん

」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
職
業
・
身
分
・
年
齢
・

性
別
な
ど
を
超
え
て
俳
諧
・
陶
芸
・
書
画
・
盆
栽
な
ど
多
種
多
様
な
趣
味
を
楽
し
む
、
今
で
い

う
趣
味
サ
ー
ク
ル
を
指
し
ま
す
。「
ソ
連
」
は
そ
の
故
事
に
倣
っ
た
も
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど

そ
の
年
に
、
奇
し
く
も
あ
の
ソ
連
邦
が
崩
壊
（
一
九
九
一
年
十
二
月
）
し
た
の
で
す
。
ソ
連
邦

崩
壊
と
ソ
（
バ
）
連
結
成
・
・
・
杉
浦
さ
ん
の
一
寸
し
た
洒
落
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
日
向
子
さ
ん
の
蕎
麦
哲
学
（
何
故
蕎
麦
が
好
き
な
の
か
）
を
端
的
か
つ
的
確
に
表
し

た
一
文
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
向
子
さ
ん
編
著
の
「
も
っ
と
ソ
バ
屋
で
憩
う
」（
二
〇

〇
二
年
刊
）
の
後
書

あ
と
が
き

に
あ
る
「
ソ
バ
好
き
と
ソ
バ
屋
好
き
」
と
い
う
一
文
で
す
。
少
し
引
用
し
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て
み
ま
し
ょ
う
。 

「『
ソ
バ
大
好
き
な
ん
で
す
よ
ー
』
と
い
う
ひ
と
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
う
ま
い
ソ
バ
の
た

め
に
は
、
い
か
な
る
悪
条
件
を
も
乗
り
越
え
て
、
ひ
た
す
ら
邁
進
す
る
求
道
者

ぐ
う
ど
う
し
ゃ

型
。
又
は
、
食

後
に
、
湯
上
り
の
よ
う
な
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
堪
能
す
る
悦
楽
主
義
者
型
。
つ
ま
り
、
前
者

が
『
ソ
バ
好
き
』、
後
者
が
『
ソ
バ
屋
好
き
』
と
な
り
ま
す
。
私
は
ま
ご
う
こ
と
な
く
後
者
で

す
・
・
・
」 

 

日
向
子
さ
ん
な
ら
で
は
の
表
現
で
見
事
に
二
種
類
の
蕎
麦
好
き
人
間
を
捉
え
て
い
ま
す
。 

『
そ
ば
好
き
』
は
や
が
て
そ
ば
打
ち
に
挑
む
よ
う
に
な
り
、
自
分
で
打
っ
た
蕎
麦
が
一
番
美
味

い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
蕎
麦
屋
を
開
業
、
昼
夜
を
分
か
た
ず
そ
ば
打
ち
に

励
む
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

一
方
『
蕎
麦
屋
好
き
』
は
決
し
て
そ
の
道
に
は
進
ま
ず
、
自
宅
で
自
ら
そ
ば
を
打
つ
た
り
作

っ
た
り
す
る
な
ど
と
は
夢
々
思
わ
な
い
・
・
・
と
い
い
ま
す
。
肩
ひ
じ
張
っ
た
蕎
麦
道
を
求
め

る
の
で
は
な
く
、
求
め
て
い
る
の
は
「
た
だ
た
だ
蕎
麦
を
楽
し
む
豊
か
な
時
の
流
れ
と
場
所

（
江
戸
を
体
感
す
る
）
だ
け
」
な
の
で
す
。
更
に
そ
こ
へ
「
酒
・
・
・
そ
れ
も
日
本
酒
」
が
加

わ
れ
ば
外
に
何
も
い
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。 

お
手
本
の
よ
う
な
蕎
麦
屋
好
き
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
ね
。
彼
女
に
は
蕎
麦
屋
を
透
し

て
向
こ
う
側
に
、
愛
し
て
や
ま
な
い
江
戸
の
安
ら
ぎ
が
見
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 
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き
っ
と
今
頃
は
、
二
百
年
前
の
江
戸
の
蕎
麦
屋
で
全
身
を
江
戸
情
緒
に
た
っ
ぷ
り
浸
し
な

が
ら
日
本
酒
を
傾
け
、
蕎
麦
を
手
繰
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 


