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蕎
麦
の
常
識
非
常
識 

 
 

 
 

司
馬
遼
太
郎
「
街
道
を
ゆ
く
」
に
み
る
・
・「
食
」 

  

司
馬
の
絶
筆
と
な
っ
た
「
街
道
を
ゆ
く
」
は
“
湖
西
の
み
ち
”
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

二
十
五
年
の
歳
月
と
原
稿
用
紙
二
万
枚
（
推
定
）
を
費
や
し
た
全
四
十
三
巻
の
大
著
の
巻
頭

を
飾
っ
た
こ
と
は
、
湖
西
に
住
む
者
の
ひ
と
り
と
し
て
誇
ら
し
く
思
わ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
が
今
回
の
主
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

主
題
は
・
・
・
あ
の
博
覧
強
記
ぶ
り
と
好
奇
心
と
で
快
刀
乱
麻
の
筆
力
を
振
る
う
司
馬
が
、

こ
と
「
食
」
に
つ
い
て
は
「
街
道
を
ゆ
く
」
全
編
を
通
し
て
一
貫
し
て
無
筆
・
無
関
心
を
装
っ

て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。 

 

司
馬
は
極
め
つ
け
の
偏
食
・
小
食
で
、
と
り
わ
け
蟹
と
鶏
は
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
で
あ
る
た
め

に
一
切
受
け
付
け
な
い
こ
と
は
、
同
行
し
た
週
間
朝
日
の
編
集
記
者
達
が
口
を
揃
え
る
と
こ

ろ
で
、
例
え
ば
最
後
の
編
集
者
を
務
め
た
村
井
重
俊
は
「
司
馬
さ
ん
は
食
べ
物
に
消
極
的
な
方

で
安
全
な
も
の
し
か
食
べ
な
い
。
初
期
の
「
街
道
」
で
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
か
カ
ツ
丼
ば
か
り
食

べ
て
い
た
」「
あ
れ
だ
け
好
奇
心
の
強
い
人
な
の
に
、
食
べ
物
に
関
し
て
の
好
奇
心
は
乏
し
い

の
ね
。
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
は
、
持
参
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
レ
ー
な
ん
か
を
食
べ
て
い
た
」（
村

井
重
俊
著
「
街
道
を
つ
い
て
ゆ
く
」）
と
語
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。 

司
馬
本
人
も
「
私
は
食
物
に
つ
い
て
の
冒
険
心
が
皆
無
で
、
子
供
の
頃
に
食
っ
た
食
品
の
範



2 

 

囲
か
ら
い
ま
だ
に
一
歩
も
出
ら
れ
ず
に
い
る
」
と
自
ら
の
食
の
貧
困
さ
を
隠
そ
う
と
し
て
い

ま
せ
ん
。 

 

と
な
れ
ば
「
街
道
を
ゆ
く
」
の
旅
で
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
司
馬
は
食
べ
て
い
た

の
か
実
態
が
知
り
た
く
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
原
稿
用
紙
二
万
枚
（
推
定
）
と
い
う
膨
大
な

文
字
の
山
の
中
か
ら
そ
れ
を
拾
い
出
す
の
は
至
難
の
業
と
い
え
ま
す
。 

そ
ん
な
時
に
偶
然
出
会
っ
た
の
が
森
山 
明
著
「
『
街
道
を
ゆ
く
』
の
旅
の
空
間―

食―

」

（「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
・
第
四
冊
」
所
収
）
で
し
た
。 

こ
の
論
文
に
よ
る
と
、「
街
道
を
ゆ
く
」
に
登
場
す
る
料
理
の
回
数
は
・
・
➀
そ
ば 

十
六

回
、
②
カ
レ
ー
ラ
イ
ス 

七
回
、
③
と
ん
か
つ
・
ス
テ
ー
キ
・
コ
ロ
ッ
ケ 

各
三
回
で
・
・
・

司
馬
が
「
う
ま
い
」
と
し
た
料
理
は
、
➀
そ
ば 

六
回
、
②
魚
介
類
四
回
、
③
コ
ロ
ッ
ケ
三
回

で
・
・
・
い
ず
れ
に
し
て
も
「
そ
ば
」
が
第
一
位
な
の
で
す
。 

 

な
ら
ば
司
馬
は
「
そ
ば
」
が
本
当
に
好
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

例
え
ば
、
越
前
市
（
旧
武
生
市
）
の
名
店
「
う
る
し
や
」
を
訪
問
し
た
際
の
司
馬
の
書
き

ぶ
り
は
こ
う
で
す
。「
眼
下
に
展ひ

ろ

が
る
武
生

た

け

ふ

盆
地
を
見
下
ろ
し
て
い
る
と
そ
ば
・
・

が
食
い
た
く
な

り
鼻
腔
に
そ
ば
の
香
り
が
満
ち
て
き
た
」
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
直
後
に
運
転
手
へ
「
あ
り

ま
す
か
、
武
生
に
、
蕎
麦
屋
で
す
」
と
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
そ
ば
処
に
来
て
「
蕎
麦
屋
が
あ

り
ま
す
か
？
」
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

そ
ば
処
の
山
形
県
や
信
州
の
小
諸
や
佐
久
で
も
、
自
ら
蕎
麦
屋
に
入
る
の
で
す
が
、
食
後
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の
感
想
は
全
く
無
い
か
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
「
う
ま
か
っ
た
」
で
終
わ
る
の
が
常
で
す
。 

 

幼
児
期
に
食
べ
た
こ
と
の
あ
る
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
ト
ン
カ
ツ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

・

・

・

・

「
洋

食
」
は
食
べ
る
の
で
す
が
、
未
経
験
の
郷
土
料
理
や
名
物
海
鮮
料
理
等
に
は
全
く
関
心
を
寄
せ

な
い
の
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
へ
の
恐
怖
か
ら
く
る
食
へ
の
用
心
深
さ
に
発

す
る
こ
と
の
よ
う
で
す
。 

参
考
ま
で
に
・
・
・
四
十
歳
の
頃
に
経
験
し
た
ア
レ
ル
ギ
ー
発
作
時
の
模
様
を
司
馬
は
次
の

よ
う
に
描
写
し
て
い
ま
す
。「
激
震
の
よ
う
な
苦
痛
が
お
こ
っ
た
。
胃
に
手
を
突
っ
込
ま
れ
て

裏
返
し
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
疝
痛

せ
ん
つ
う

と
鈍
痛
、
そ
れ
に
打
撲
痛
と
が
こ
も
ご
も
襲
っ
て
き
た
。

蟹
の
せ
い
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
子
供
の
こ
ろ
か
ら
た
べ
な
か
っ
た
は
ず
だ
思
っ
た
」
と
・
・
・ 

そ
ん
な
中
で
そ
ば

・

・

に
だ
け
微か

す

か
に
食
べ
る
興
味
を
覗
か
せ
る
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
？ 

手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
第
三
十
三
巻
に
あ
り
ま
す
の
で
参
考
ま
で
に
引
用

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

・
・
・「
日
本
文
化
は
物
好
き
の
文
化
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
が
明
治
の
近
代
化
を
成
功
さ

せ
た
最
大
の
要
因
だ
と
思
う
。
蕎
麦
は
病
み
つ
き
の
通つ

う

を
作
る
だ
け
で
な
く
、
研
究
者
ま
で
つ

く
る
。
物
狂
い
と
か
数
寄

す

き

こ
そ
文
化
な
の
で
あ
る
」
・
・
・ 

 

司
馬
は
蕎
麦
自
体
に
で
は
な
く
、
通つ

う

や
数
寄
者

す

き

し

ゃ

を
引
き
寄
せ
る
日
本
の
「
そ
ば
文
化
」
が

持
つ
磁
力
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
す
が
如
何
で
し
ょ
う
。 

さ
て
「
旅
の
恥
は
か
き
捨
て
」
と
も
い
い
ま
す
が
、「
街
道
を
ゆ
く
」
に
も
い
ろ
い
ろ
失
敗
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が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
食
に
関
係
す
る
失
敗
談
を
二
つ
ご
紹
介
し
て
本
稿
を
締
め
括
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

司
馬
の
カ
ニ
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
す
が
、
網
走
で
の
こ
と
で
し
た
。 

割
烹
や
居
酒
屋
は
カ
ニ
料
理
が
出
る
危
険
性
が
高
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
レ
ス
ト
ラ
ン
を
選

ん
だ
の
で
す
が
、「
い
い
の
が
穫
れ
た
の
で
召
し
上
が
っ
て
み
て
下
さ
い
。
勿
論
サ
ー
ビ
ス
で

す
」
と
い
っ
て
見
事
な
毛
ガ
ニ
を
皿
に
の
せ
て
、
お
店
の
主
人
が
現
れ
た
の
で
す
。
恐
れ
て
い

た
こ
と
が
現
実
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
司
馬
の
機
嫌
は
悪
く
な
る
し
、
お
店
の
ご
好

意
を
無
に
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
結
局
は
現
地
で
参
加
し
事
情
を
知
ら
な
い
考
古
学
者
・
野
村

崇
さ
ん
に
カ
ニ
を
押
し
つ
け
て
一
同
は
黙
り
込
む
と
い
う
結
末
に
な
り
ま
し
た
。（
村
井
重
俊

著
「
街
道
を
つ
い
て
ゆ
く
」） 

も
う
一
つ
は
近
江
の
坂
本
で
起
き
た
正
真
正
銘
の
失
敗
談
で
す
。 

 

富
山
市
で
旧
友
に
紹
介
さ
れ
た
そ
ば

・

・

や
の
主
人
が
叡
山
の
麓
に
あ
る
日
吉
大
社
の
脇
の
蕎

麦
屋
で
修
業
を
し
た
と
聞
い
た
記
憶
を
頼
り
に
、
一
行
を
誘
っ
て
日
吉
大
社
大
鳥
居
前
の
「
鶴

喜
そ
ば
」
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
、「
鶴
喜
そ
ば
」
の
駐
車

場
の
真
ん
前
に
あ
る
別
の
蕎
麦
屋
に
う
か
つ
に
も
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
座
席
に
座
り

注
文
も
終
え
て
女
店
員
と
の
会
話
の
中
で
「
こ
こ
は
鶴
喜
そ
ば
で
し
ょ
う
？
」
と
い
う
聞
か
ず

も
が
な
の
問
い
に
対
す
る
、「
違
い
ま
す
！
」
と
い
う
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
女
店
員
の
返
事
で
や

っ
と
店
を
間
違
え
た
こ
と
に
気
が
付
く
始
末
で
、
時
す
で
に
遅
し
で
す
。
今
更
出
る
訳
に
も
行
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か
ず
、
気
ま
ず
い
思
い
を
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
「
出
た
そ
ば
を
食
っ
て
」
外
へ
出
る
と
、

店
先
に
「
日
吉
そ
ば
」
と
看
板
が
出
て
い
た
、
と
い
う
の
で
す
。 

そ
の
後
、
一
行
は
日
吉
大
社
や
穴
太
の
石
積
み
等
を
訪
ね
た
後
、
目
的
地
で
あ
る
延
暦
寺
を

巡
り
、
帰
り
は
坂
本
の
町
へ
再
び
降
り
て
、
今
度
は
間
違
え
ず
に
「
鶴
喜
そ
ば
」
に
寄
っ
た
の

で
す
が
、「
そ
ば
を
さ
か
な
に
ビ
ー
ル
を
の
ん
で
解
散
式
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
奥
座
敷
を
借

り
た
」
と
真
に
そ
っ
け
な
く
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

古
来
、
文
化
は
街
道
を
通
っ
て
拡
散
し
伝
播
し
て
行
き
ま
す
。
そ
の
中
心
に
な
る
の
は
食
文

化
で
し
ょ
う
。
司
馬
の
食
そ
の
も
の
に
注
が
れ
る
目
に
今
少
し
優
し
さ
が
あ
れ
ば
、「
街
道

を
ゆ
く
」
に
も
更
に

彩
い
ろ
ど
り

と
豊
か
さ
が
加
わ
っ
た
の
で
は
、
と
筆
者
は
思
う
の
で
す
が
・
・
・
。 

  


