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蕎
麦
の
常
識
非
常
識
⑳ 

 
 

 
 

「
蕎
麦
屋
の
只
今

た
だ
い
ま

」、
「
紺
屋
の
明
後
日

あ

さ

っ

て

」
と
は
？ 

 

「
蕎
麦
屋
の
只
今
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
ば
の
出
前
を
注
文
し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
届
か
な
い
た
め
痺
れ
を
切
ら
し
て
催
促 

し
た
と
こ
ろ
、「
今
ち
ょ
う
ど
出
た
と
こ
ろ
で
す
」
と
曖
昧
で
い
い
加
減
な
返
答
を
す
る
こ
と

を
い
う
そ
う
で
す
。「
紺
屋
の
明
後
日
」
も
お
よ
そ
同
意
で
、
紺
屋
は
干
す
の
が
天
候
に
左
右

さ
れ
る
の
で
、
お
客
の
催
促
に
は
、
い
つ
も
「
明
後
日
に
は
」
と
言
い
抜
け
て
い
た
と
い
い
ま

す
。 

 

い
い
加
減
な
返
事
の
代
表
に
さ
れ
る
く
ら
い
で
す
か
ら
、
蕎
麦
屋
の
出
前
も
当
時
（
江
戸
時

代
後
期
）
は
一
般
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
で
い
え
ば
ピ
ザ
の
デ
リ
バ
リ
ー
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
、
ピ
ザ
の
方
は
約
束
時
間
内
に
届
か
な
い
と
代
金
無
料
と
も
聞

き
ま
す
か
ら
大
違
い
と
も
言
え
ま
す
ね
。 

 

そ
ん
な
「
蕎
麦
の
出
前
」
が
何
時
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
調
べ
て
み
る
と
、
案
外
古
く
、

江
戸
中
期
、
寛
文
年
間(

一
六
六
一~

一
六
七
二
年)

と
も
、
亭
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三

五
）
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
明
暦
の
大
火
（
振
袖
火
事
・
一
六
五
七
）

以
降
の
「
新
吉
原
」
時
代
の
頃
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
実
は
こ
の
新
吉
原
こ
そ
出

前
発
祥
の
地
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
遊
女
は
仕
事
以
外
に
は
外
出
が
許
さ
れ
な
い
の
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で
、
夜
食
に
出
前
を
頼
ん
だ
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
お
客

の
夜
食
も
吉
原
で
は
自
前
の
調
理
場
を
持
つ
て
い
な
い
た
め
、
仕
出
し
や
出
前
を
取
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
と
い
う
わ
け
で
遊
郭
や
花
街
の
近
く
に
は
必
ず
出
前
を
す
る
そ
ば
屋
や
う
ど

ん
屋
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

吉
原
だ
け
で
な
く
、
相
前
後
し
て
江
戸
時
代
の
商
家
で
は
月
末
に
そ
ば
を
食
べ
る
習
慣
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
商
売
は
ほ
と
ん
ど
が
「
ツ
ケ
」
で
月
末
払
い
だ
っ
た
の
で
、
商

家
で
は
月
末
に
な
る
と
集
金
や
棚
卸
し
に
主
人
か
ら
奉
公
人
ま
で
が
総
出
と
な
り
大
変
忙
し

か
っ
た
の
で
、
仕
事
が
総
て
終
わ
る
と
そ
ば
の
出
前
を
と
っ
て
従
業
員
を
慰
労
す
る
の
が
何

時
し
か
習
慣
に
な
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。 

そ
ば
は
値
段
も
適
当
で
、
食
べ
る
の
も
簡
便
な
の
で
、
健
康
・
長
寿
・
金
運
な
ど
ゲ
ン
担
ぎ

も
あ
っ
て
好
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
月
末
＝
三
十
日

み

そ

か

が
転
じ
て
「
晦
日

み

そ

か

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
で
も
大
晦
日
に
「
年
越
し
そ
ば
」
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
「
晦
日
そ
ば
」
の
名
残
な
の
で
す
。 

江
戸
末
期
頃
に
な
る
と
蕎
麦
屋
の
仕
事
も
、
そ
ば
を
打
つ
「
板
前
」
を
筆
頭
に
、
茹
で
て
盛

り
付
け
る
「
釜
前
」、
種
物
を
作
る
「
仲
番
」
、
お
客
さ
ま
対
応
を
す
る
「
花
番
」
等
と
並
ん
で

出
前
の
仕
事
も
「
外
番
・
か
つ
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
独
立
し
た
専
門
職
種
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
ば
は
生
も
の
で
す
。
時
間
が
経
つ
と
伸
び
て
し
ま
う
の
で
ス
ピ
ー
ド
が
命
で
し
た
。
ま
た

花
街
や
商
家
等
へ
の
出
前
が
主
だ
っ
た
の
で
一
度
に
多
量
の
蕎
麦
を
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な



 

3 

 

い
こ
と
が
多
く
、
足
が
速
く
体
力
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
熟
練
し
た
技
術
を
持
っ
た
若
者

が
必
要
で
し
た
。
豆
し
ぼ
り
の
手
ぬ
ぐ
い
で
向
こ
う
鉢
巻
を
締
め
、
赤
い
腹
が
け
に
印
半
纒
、

素
足
に
草
履
ぱ
き
で
、
天
秤
棒
の
先
に
出
前
箱
を
つ
け
、
花
街
や
商
家
を
疾
駆
し
た
い
な
せ
な

担
ぎ
の
姿
は
時
代
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
こ
の
頃
に
な
る
と
出
前
専
門
の
お
店
も
出
来
て
き
て
、
店
売
り
専
門
店
（
個
人
客
）

と
出
前
専
門
の
お
店
（
法
人
客
）
と
い
っ
た
具
合
に
お
客
を
上
手
に
分
け
て
、
競
争
を
避
け
る

手
段
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
今
で
い
う
「
差
別
化
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
を
や
っ
て
い
た
わ

け
で
す
ね
。 

や
が
て
「
杜
氏

と

う

じ

宿や
ど

」
と
呼
ば
れ
る
麺
類
職
人
派
遣
請
負
業
が
生
ま
れ
、
幕
末
頃
に
は
美
男
、

子
安
、
大
芝
等
の
屋
号
を
持
つ
「
口
入
れ
屋
」
が
約
三
十
軒
も
あ
り
、
明
治
三
十
年
頃
で
も
有

力
な
宿
（
口
入
屋
）
が
十
六
軒
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
蕎
麦
屋
と
職
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
月
並

み
」
と
称
す
る
手
数
料
を
納
め
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
見
込
み
の
あ
る
者
に
は
宿
に
住
み

込
ま
せ
て
技
術
の
習
得
も
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
宿
に
待
機
す
る
そ
ば
打
ち
職
人
は

寄
子

よ

り

こ

と
呼
ば
れ
、
腕
自
慢
が
多
く
自
負
心
が
強
い
の
で
、
店
を
次
々
と
渡
り
歩
き
、
宵
越
し
の

金
は
持
た
な
い
と
い
っ
た
暮
ら
し
で
身
を
持
ち
崩
し
、
哀
れ
な
最
後
を
と
げ
た
者
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
有
力
な
杜
氏
宿
の
一
つ
だ
っ
た
「
美
男
」
の
初
代
田
中
徳
三
郎
が
、
谷
中

や

な

か

の
長
命
寺
に
「
麺
類
杜
氏
職
寄
子
中
之
墓
」
を
建
て
供
養
を
し
た
と
い
い
ま
す
。 

歌
舞
伎
十
八
番
「
助
六
由
縁
江
戸
桜
」（
助
六
）
の
見
せ
場
の
一
つ
に
福
山
（
蕎
麦
屋
）
の
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出
前
持
ち
（
か
つ
ぎ
）
が
「
美
男
、
子
安
や
馬
の
鞍
、
六
軒
堀
を
飛

び
出
し
て
、
大
芝
，
芝
を
食
い
つ
め
て
原
田
屋
の
子
分
と
な
り
・
・
・
」

と
長
々
と
啖
呵
を
切
る
場
面
が
あ
り
ま
す
が
、
台
詞

せ

り

ふ

に
出
て
く
る

「
美
男
・
子
安
等
・
・
・
」
は
杜
氏
宿
の
こ
と
な
の
で
す
。 

時
代
が
下
っ
て
明
治
・
大
正
の
こ
ろ
に
な
る
と
、「
出
前
膳
」
と

い
う
蒸
篭

せ
い
ろ
う

や
ど
ん
ぶ
り
を
載
せ
て
運
ぶ
平
盆
が
普
及
し
、
こ
れ
を
「
手
持
ち
」
や
「
肩
持
ち
」

と
い
う
や
り
方
で
、
三
〇
、
四
〇
枚
と
う
ず
高
く
積
み
上
げ
、
自
転
車
に
片
手
ハ
ン
ド
ル
で
街

中
を
駆
け
巡
る
と
い
う
職
人
技
が
外
番
（
か
つ
ぎ
）
の
見
せ
場
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

今
は

懐
か
し
い
風
景
で
す
。 

 

が
・
・
・
、
昭
和
も
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
交
通
量
が
増
加
し
事
故
が
多
発
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
出
前
盆
の
上
に
載
せ
た
料
理
を
早
く
安
全
に
運
べ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
「
出
前

機
（
正
式
名
称
は
出
前
品
運
搬
機
）
が
考
案
さ
れ
、
こ
れ
を
バ
イ
ク
や
自
転
車
に
取
り
付
け
て

出
前
を
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

杜
氏
宿
も
戦
後
は
職
業
安
定
法
が
制
定
さ
れ
廃
止
さ
れ
る
運
命
を
辿
っ
た
の
で
す
。 

  

降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り 

 

中
村
草
田
男 


