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蕎蕎蕎蕎
麦麦麦麦

『『『『
新新新新
蕎蕎蕎蕎
麦麦麦麦
のののの
季季季季
節節節節
でででで
すすすす
』』』』

春
に
は
「
桜
の
開
花
前
線
」
、
秋
に
は
「
紅
葉

前
線
」
が
ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ
れ
ま
す
。
日
本

列
島
は
南
北
に
長
く
伸
び
て
季
節
の
訪
れ
に

時
間
差
が
あ
る
た
め
で
す
。
蕎
麦
も
同
様
。
各

地
で
作
付
け
時
期
が
異
な
り
ま
す
。
一
般
的

に
「
新
蕎
麦
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
「
秋
新
」
と

呼
ば
れ
秋
に
出
回
る
蕎
麦
の
こ
と
で
す
。

蕎
麦
は
作
付
け
か
ら
７
５
日
で
収
穫
が
出

来
る
穀
物
。
そ
の
た
め
、
各
地
各
様
の
輪
作
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
蕎
麦

の
収
穫
時
期
に
時
間
差
が
で
き
、
新
蕎
麦
と

し
て
出
回
る
時
期
が
産
地
に
よ
っ
て
変
わ
っ

て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

山
形
県
産
の
新
蕎
麦
は
、
十
月
上
旬
か
ら

中
旬
に
か
け
て
収
穫
さ
れ
ま
す
。
山
形
県
内

で
も
蕎
麦
の
収
穫
時
期
は
南
か
ら
北
へ
と
北

上
し
て
き
ま
す
。

十
月
に
入
り
、
い
よ
い
よ
山
形
県
産
の
蕎

麦
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
季
節
に
な
り
ま

し
た
。
種
皮
の
緑
色
が
鮮
や
か
で
香
り
高
い

の
が
新
蕎
麦
の
特
徴
。
こ
の
季
節
に
是
非
新

蕎
麦
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 茶茶茶茶

『『『『
のののの
どどどど
痛痛痛痛
・・・・
風風風風
邪邪邪邪
のののの
予予予予
防防防防
にににに
』』』』

朝
晩
の
寒
暖
の
差
が
あ
る
季
節
。
こ
ん
な

時
は
体
調
を
崩
し
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
皆

様

体
調
は
い
か
が
で
す
か
？

風
邪
の
予
防
に
は
手
洗
い
・
う
が
い
。

う
が
い
を
す
る
と
、
１
時
間
く
ら
い
は
口

腔
内
の
細
菌
数
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
、
医

学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
で
の
「
う
が

い
」
で
も
効
果
は
あ
り
ま
す
が
、
お
薦
め
な
の

は
「
お
茶
」
で
の
う
が
い
で
す
。
お
茶
の
渋
み

成
分
で
あ
る
「
カ
テ
キ
ン
」
に
殺
菌
効
果
が
あ

る
た
め
で
す
。

特
に
「
緑
茶
」
は
、
ビ
タ
ミ
ン
C
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
一
番
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、

紅
茶
や
ウ
ー
ロ
ン
茶
な
ど
の
中
国
茶
で
も
効

果
は
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
で
も
の
ど
痛

が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
熱
々
の
ほ

う
じ
茶
に
塩
を
ひ
と
つ
ま
み
入
れ
た
も
の
を

飲
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
ほ
う
じ
茶
の
香
ば

し
い
香
り
で
飲
み
や
す
い
で
す
。
ま
た
、
ほ
う

じ
茶
に
は
体
を
温
め
る
効
果
が
あ
る
た
め
、

初
期
の
風
邪
に
は
ぴ
っ
た
り
な
飲
み
物
で
す
。

是
非
お
試
し
く
だ
さ
い
。

和和和和
装装装装

和和和和
服服服服

『『『『
袷袷袷袷
のののの
季季季季
節節節節
でででで
すすすす
』』』』

四
季
の
あ
る
日
本
。
寒
暖
の
差
が
あ
り
、
春

か
ら
夏
に
か
け
て
は
「
梅
雨
」
も
あ
り
ま
す
。
着

物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
心
地
よ
く
過

ご
し
な
が
ら
楽
し
む
た
め
の
工
夫
が
凝
ら
さ

れ
て
い
ま
す
。

大
き
な
節
目
は
、
六
月
と
十
月
。
こ
の
時
期

に
着
物
を
冬
物
か
ら
夏
物
へ
、
ま
た
夏
物
か

ら
冬
物
へ
と
衣
替
え
を
す
る
の
で
す
。
そ
の

際
、
長
襦
袢
や
帯
、
小
物
も
一
緒
に
変
え
ま
す
。

さ
て
。
着
物
に
は
、
袷
（
あ
わ
せ
）
、
単
衣
（
ひ

と
え
）
、
夏
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
着
る
時

期
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
御
存
知
で
す

か
？
・
十
月
か
ら
五
月

袷
（
あ
わ
せ
）

・
六
月
と
九
月

単
衣
（
ひ
と
え
）

・
七
月
と
八
月

夏
も
の
（
絽
、
麻
、
紗
）

十
月
か
ら
五
月
は
、
袷
を
着
ま
す
。
袷
と
は
、

裏
の
つ
い
た
着
物
で
す
。
裏
表
、
2
枚
の
布
を

合
わ
せ
て
作
っ
て
あ
る
服
な
の
で
、
袷
と
い

い
ま
す
。

真
夏
を
は
さ
ん
だ
六
月
と
九
月
に
は
、
単

衣
を
着
ま
す
。
単
衣
は
、
裏
の
つ
い
て
い
な
い
、

一
枚
だ
け
の
着
物
で
す
。
基
本
的
に
は
袷
と

同
じ
着
物
地
を
、
単
衣
に
仕
立
て
た
も
の
で

す
。盛

夏
の
七
月
、
八
月
は
絽
（
ろ
）
、
麻
、
紗

（
し
ゃ
）
な
ど
、
夏
も
の
を
着
ま
す
。
夏
も
の
は
、

夏
用
の
特
に
薄
い
素
材
で
仕
立
て
て
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
袷
と
同
じ
着
物
地
で
仕
立
て

る
単
衣
よ
り
、
さ
ら
に
涼
し
い
の
で
す
。

ま
た
、
ゆ
か
た
の
シ
ー
ズ
ン
は
、
六
月
か
ら

八
月
ご
ろ
ま
で
。
暑
い
と
き
は
九
月
の
中
ご

ろ
ま
で
着
ら
れ
ま
す
が
、
ゆ
か
た
は
あ
く
ま

で
真
夏
の
着
物
で
す
。
着
物
は
季
節
を
先
取

り
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
の
で
、
秋
の
気

配
が
す
る
前
ま
で
に
し
て
お
く
の
が
粋
で
す
。

御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
地
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御

殿
堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な

ど
『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内

容
を
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
三
号
で
す
。

山
形
県
内
で
は
、
十
月
三
日
か
ら
新
し
い
お

米
「
つ
や
姫
」
の
販
売
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
（
首

都
圏
で
の
販
売
は
十
月
十
日
）

皆
さ
ん
は
山
形
の
新
し
い
お
米
「
つ
や
姫
」
を
も

う
召
し
上
が
り
ま
し
た
か
？

「
粒
の
大
き
さ
」
「
白
い
輝
き
」
「
旨
さ
」
「
香
り
」

「
粘
り
」
が
優
れ
て
い
る
つ
や
姫
は
、
ご
は
ん
そ

の
も
の
が
ご
馳
走
と
な
り
得
る
お
米
な
の
だ
と

か
。
明
治
時
代
に
本
県
庄
内
町
（
旧
余
目
町
）
で

阿
部
亀
治
氏
が
育
成
し
た
水
稲
品
種
「
亀
の
尾
」

の
良
食
味
性
を
引
き
継
い
で
誕
生
し
ま
し
た
。

つ
や
姫
の
誕
生
ま
で
に
は
、
十
年
も
の
開
発
期

間
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

八
月
二
三
日
よ
り
御
殿
堰
に
設
置
さ
れ
た

「
つ
や
姫
」
の
稲
。
御
殿
堰
を
散
策
さ
れ
る
方
々

が
口
ぐ
ち
に
「
つ
や
姫
だ
！
つ
や
姫
だ
！
」
と
お

話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
山
形
の
美
味
し
い
お
米

が
全
国
的
に
も
広
が
っ
て
い
く
と
良
い
で
す
ね
。

山山山山
形形形形
五五五五
堰堰堰堰
のののの
総総総総
延延延延
長長長長
距距距距
離離離離
はははは
？？？？

山
形
五
堰
の
ひ
と
つ
「
御
殿
堰
」

馬
見
ヶ
崎
川
を
取
水
源
と
し
山
形
城
へ
流
れ
込
む

御
殿
堰
の
全
長
は
十
七
、
五
キ
ロ
に
な
り
ま
す
。

山
形
五
堰
の
よ
う
に
、
市
街
地
を
網
目
状
に
流

れ
て
い
る
堰
は
全
国
で
も
珍
し
い
歴
史
的
財
産
で

あ
り
、
山
形
五
堰
は
山
形
市
の
景
観
の
特
徴
と

な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
山
形
五
堰
の
総
延
長
は
、
な
ん
と
百
十
五

キ
ロ
に
も
な
る
の
だ
と
か
。

と
は
言
う
も
の
の
、
『
百
十
五
キ
ロ
』
と
い
っ
て
も

ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
ね
。

御
殿
堰
を
出
発
し
、
『
月
山
花
笠
ラ
イ
ン
・
国
道
１

１
２
号
線
』
を
利
用
し
て
酒
田
市
の
山
居
倉
庫
ま

で
で
百
十
二
キ
ロ
。
こ
の
距
離
を
歩
く
と
約
二
十

三
時
間
。
そ
う
考
え
る
と
、
山
形
五
堰
長
さ
は
相
当

で
あ
る
こ
と
が
お
解
り
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
か

と
思
い
ま
す
。

先
人
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
想
い
で
こ
の
長
い

長
い
堰
を
掘
り
、
整
備
を
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
？

全
長
百
十
五
キ
ロ
の
う
ち
、
昔
な
が
ら
の
石
積

水
路
が
完
全
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
の
は
僅
か
８

キ
ロ
。
昔
な
が
ら
の
石
積
水
路
で
町
の
風
景
に
溶

け
込
む
よ
う
、
御
殿
堰
で
は
「
石
積
水
路
」
「
苔
貼

り
」
を
し
て
い
ま
す
。
石
積
水
路
に
這
う
苔
の
緑
色

が
美
し
い
今
日
こ
の
頃
で
す
。

次
号
の
発
行
は
十
一
月
七
日
で
す
。

来
月
も
皆
様
と
紙
面
で
お
会
い
で
き
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

いいいい
んんんん
ねねねね
がががが
っっっっ
すすすす

季
節
毎
の
「
ほ
う
？
」
「
い
ん
ね
が
っ
す
」
な
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

様
々
な
ウ
ン
チ
ク
・
四
方
山
話
を
ネ
タ
に
、
日

本
文
化
・
山
形
文
化
の
素
敵
な
所
を
皆
さ
ん

で
共
有
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
こ
ち
ら
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
御
殿
堰
に
て
皆
様
を
お

待
ち
し
て
い
る
各
店
舗
御
主
人
に
ご
協
力
い
た
だ
き

作
成
し
て
い
き
ま
す
）

A：七日町御殿堰
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B：酒田市山居倉


