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蕎
麦
の
常
識
非
常
識 

 
 

「
参
勤
交
代
と
転
封
」
が
そ
ば
文
化
を
全
国
に
拡
散
し
た 

  

参
勤
交
代
は
徳
川
家
康
が
江
戸
に
開
幕
（
一
六
〇
三
年
）
し
て
か
ら
、
徳
川
慶
喜
の
大
政
奉

還
（
一
八
六
七
年
）
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
ま
で
、
二
百
六
十
五
年
も
続
い
た
徳
川
幕
藩
体

制
を
象
徴
す
る
大
行
事
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

そ
の
原
型
は
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
守
護
大
名
の
鎌
倉
・
京
都
へ
の
集
住
に
見
ら
れ
る
の
で
す

が
、
下
克
上
の
流
れ
の
中
で
守
護
大
名
が
次
第
に
没
落
し
、
代
わ
り
に
戦
国
大
名
が
割
拠
す
る

よ
う
に
な
り
、
幕
府
の
統
制
力
が
弱
体
化
し
た
の
を
再
び
中
央
に
統
合
し
た
の
が
豊
臣
秀
吉

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
秀
吉
が
参
勤
交
代
の
元
祖
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

も
と
も
と
参
勤
は
「
ま
み
え
る
・
拝
謁
す
る
」
を
意
味
す
る
「
参
覲

さ
ん
き
ん

」
と
書
く
の
が
正
し
く
、

東
西
の
諸
侯
が
交
代
で
上
京
し
江
戸
幕
府
の
将
軍
に
拝
謁
す
る
こ
と
で
服
従
を
誓
い
、
こ
れ

に
対
し
将
軍
が
諸
侯
の
領
地
所
有
を
安
堵
す
る
と
い
う
幕
藩
体
制
の
基
本
と
な
る
服
属
儀
礼

な
の
で
す
。
自
然
発
生
的
と
も
い
え
る
こ
の
慣
行
を
三
代
将
軍
家
光
が
「
武
家
諸
法
度
」
を
改

定
し
（
一
六
三
五
年
）
正
式
に
制
度
化
し
た
と
い
う
の
が
経
緯
で
す
。 

西
国
大
名
が
四
月
（
譜
代
大
名
は
六
月
）
に
江
戸
へ
参
府
し
、
江
戸
に
居
た
東
国
大
名
が
国

元
へ
帰
り
、
翌
年
は
東
西
が
入
れ
替
わ
る
仕
組
み
で
、
大
名
が
国
元
に
帰
っ
て
い
る
間
は
妻
子

を
江
戸
に
人
質
と
し
て
残
す
と
い
う
基
本
形
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。（
山
本
博
文
著
「
参
勤
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交
代
」） 

 

「
参
覲
」
は
世
界
各
地
に
存
在
し
た
極
く
一
般
的
な
服
属
儀
礼
で
す
が
、
江
戸
幕
府
の
よ
う

に
隔
年
に
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
世
界
に
類
例
の
な
い
江
戸
時
代
独
特
の
行
事
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
参
勤
交
代
が
大
名
の
財
政
負
担
を
多
く
し
て
力
を
削
ぐ
こ
と
が
目
的
で
あ

っ
た
と
い
う
俗
説
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
の
が
現
在
の
通
説
で
す
。 

 

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
徳
川
幕
府
の
統
治
力
が
強
力
に
な
っ
た
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
京
都
を
中
心
に
上
方
に
集
中
し
て
い
た
経
済
・
文
化
が
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
に

も
な
っ
た
の
で
す
。 

 

先
ず
は
江
戸
の
人
口
の
急
拡
大
で
す
。
参
勤
交
代
を
行
う
大
名
達
に
は
江
戸
に
領
地
と
屋

敷
が
与
え
ら
れ
、
大
名
と
共
に
多
く
の
家
臣
が
常
駐
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
徳
川
直
臣
を

加
え
る
と
武
家
人
口
は
約
五
十
万
人
に
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
寛
永
年
間
に

は
約
十
五
万
人
、
寛
文
年
間
に
は
三
十
五
万
人
、
大
化
年
間
（
十
八
世
紀
前
半
）
に
は
ほ
ぼ
五

十
万
人
に
急
増
し
た
町
方
の
人
口
を
加
え
る
と
、
総
人
口
は
実
に
百
万
人
を
超
え
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
徳
川
直
参
の
旗
本
や
各
藩
の
大
名
・
重
臣
達
の
交
流
が

盛
ん
に
な
り
、
そ
の
受
け
皿
と
し
て
八
百
善
・
升
屋
な
ど
の
高
級
料
亭
が
生
ま
れ
る
一
方
、
参

勤
交
代
で
常
駐
す
る
下
級
武
士
、
都
市
建
設
に
従
事
す
る
た
め
に
流
入
し
た
職
人
た
ち
の
多

く
は
独
身
者
で
あ
っ
た
た
め
、
寿
司
・
天
婦
羅
・
蕎
麦
・
鰻
の
蒲
焼
な
ど
の
外
食
産
業
が
勃
興

し
、
世
界
で
も
稀
に
み
る
一
極
集
中
型
の
巨
大
消
費
都
市
が
誕
生
し
た
わ
け
で
す
。 
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そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
に
集
ま
っ
た
大
名
達
は
隔
年
に
江
戸
と
領
地
の
間
を

行
列
（
最
大
は
加
賀
藩
の
四
千
人
）
を
組
ん
で
往
復
し
た
の
で
す
か
ら
、
五
街
道
（
東
海
道
・

中
山
道
・
奥
州
街
道
・
日
光
街
道
・
甲
州
街
道
）
を
中
心
に
街
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
地
方
の
隅
々

に
ま
で
整
備
さ
れ
、
街
道
に
は
宿
場
が
置
か
れ
旅
籠
を
初
め
茶
屋
や
土
産
物
屋
等
が
立
ち
並

び
賑
わ
い
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
で
誕
生
し
た
様
々
な
情
報
・
商
品
・
技
術
・

文
化
等
が
地
方
に
拡
散
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。 

か
く
し
て
蕎
麦
打
ち
も
、
か
つ
て
は
地
方
で
は
主
に
主
婦
の
仕
事
で
し
た
が
、
次
第
に
蕎
麦

屋
が
誕
生
し
貨
幣
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

参
勤
交
代
が
全
国
大
名
（
約
二
百
六
十
藩
）
の
財
政
に
多
大
の
負
担
を
か
け
た
こ
と
は
事
実

で
す
が
、
次
な
る
経
済
発
展
の
た
め
の
基
盤
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
諸
大
名
の
統
治
は
転
封

て
ん
ぽ
う

（
移
封

い

ほ

う

）・
改
易

か
い
え
き

に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
ま

し
た
。
転
封
に
は
恩
賞
的
な
加
増
転
封
、
懲
罰
的
な
減
封
転
封
が
あ
り
、
御
家
断
絶
を
意
味
す

る
改
易
な
ど
を
駆
使
し
て
徳
川
幕
府
の
統
治
機
構
の
強
化
を
図
っ
た
の
で
す
。 

 

転
封
・
改
易
を
命
じ
ら
れ
た
大
名
は
そ
の
家
臣
全
員
（
百
姓
は
土
着
）
を
連
れ
て
他
の
地
へ

移
動
（
改
易
は
解
散
）
を
す
る
の
で
す
か
ら
大
変
で
し
た
。
集
団
移
住
は
当
然
、
政
治
・
経
済
・

生
活
の
諸
文
化
も
人
と
共
に
移
動
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
蕎
麦
文
化
も
転
封
に
よ
っ
て

各
地
に
伝
播
し
ま
し
た
。
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

先
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
会
津
藩
初
代
藩
主
に
な
っ
た
保
科
正
之
で
す
。 
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正
之
は
二
代
将
軍
秀
忠
の
隠
し
子
と
し
て
信
濃
国
高
遠

た
か
と
お

藩
に
預
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

異
母
兄
に
当
た
る
三
代
将
軍
家
光
に
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
有
能
さ
を
買
わ
れ
て
高
遠
藩
（
三
万

石
）
を
皮
切
り
に
、
寛
永
十
三
年
に
は
出
羽
国
山
形
藩
（
二
十
万
石
）
へ
栄
進
、
続
い
て
寛
永

二
十
年
に
は
陸
奥
国
会
津
藩
（
二
十
三
万
石
）
へ
上
り
詰
め
た
の
で
す
。
後
に
四
代
将
軍
家
綱

の
後
見
役
と
し
て
幕
閣
に
も
加
わ
り
善
政
を
行
っ
た
と
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
正
之
が
高
遠
藩
か
ら
山
形
藩
～
会
津
藩
へ
転
封
す
る
折
に
、
正
之
を
慕
っ
て
行
動
を

共
に
し
た
と
い
わ
れ
る
領
民
三
千
人
の
中
に
は
当
然
そ
ば
職
人
も
加
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
現

在
で
も
会
津
に
「
高
遠
そ
ば
」
の
名
が
残
っ
て
い
る
の
は
そ
の
名
残
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
年
）
に
鳥
取
藩
、
長
州
藩
、
広
島
藩
へ
睨
み
を
利
か
せ
る
た
め
信

州
松
本
藩
（
七
万
石
）
か
ら
出
雲
松
江
藩
（
十
八
万
六
千
石
）
へ
国
持
ち
大
名
と
し
て
転
封
し

た
松
平
直
政
の
例
や
、
松
平
忠
昌
が
信
濃
国
松
代
藩
（
十
二
万
石
）
か
ら
越
後
高
田
藩
主
を
経

て
越
前
国
北
の
庄
（
福
井
）
藩
（
五
十
万
石
）
へ
、
千
石
政
明
が
信
濃
国
上
田
藩
（
六
万
石
）

か
ら
但
馬
国
出
石
藩
（
五
万
八
千
石
）
へ
転
封
さ
れ
た
例
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

蕎
麦
王
国
と
い
わ
れ
た
信
濃
国
か
ら
他
の
地
へ
転
封
し
た
藩
主
た
ち
が
移
転
先
で
新
た
な

そ
ば
文
化
の
華
を
咲
か
せ
、
現
在
も
有
数
の
蕎
麦
処
（
山
形
そ
ば
・
会
津
そ
ば
・
出
雲
そ
ば
・

越
前
そ
ば
・
出
石
そ
ば
）
と
し
て
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
転
封
が
単
な
る
政
権
の
移

動
に
止
ま
ら
ず
、
職
人
・
技
術
の
移
転
を
含
め
た
広
く
は
文
化
の
移
転
（
地
域
の
活
性
化
）
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 
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そ
う
い
う
意
味
で
江
戸
時
代
は
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
日
本
の
制
度
的
・
精
神
的
な
骨
格

を
作
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 


