
と
き
に
は
、辛
口

松
本
道
介

　

「
と
き
に
は
、
辛
口
」
と
い
う
文
章
を
五
年
近
く

二
十
三
回
に
わ
た
っ
て
書
か
せ
て
頂
い
た
。
今
回
が

最
終
回
に
な
る
が
、
読
み
返
し
て
み
る
と
、
自
分
の

子
供
の
頃
の
こ
と
を
よ
く
書
い
た
な
あ
と
思
う
。

　

老
人
に
話
を
さ
せ
る
と
昔
の
こ
と
ば
か
り
話
す
と

い
う
の
は
、
大
昔
か
ら
の
相
場
で
あ
り
、
私
も
、
そ

ん
な
老
人
の
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

た
だ
、
少
し
だ
け
弁
解
さ
せ
て
頂
く
な
ら
、
私
に

は 〝
昔
は
よ
か
っ
た
〞式
の
回
顧
趣
味
は
な
い
。
で
は
、

な
ぜ
私
が
過
去
を
思
い
出
す
か
と
い
え
ば
、
自
分
が

僅
か
七
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
経
験
し
た
紆
余
曲
折

の
大
き
さ
に
あ
き
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

紆
余
曲
折
と
い
っ
て
も
、
私
自
身
の
人
生
は
ご

く
平
穏
だ
っ
た
。
格
別
の
不
幸
や
不
運
に
も
会
わ

な
か
っ
た
し
、
良
き
出
会
い
に
も
恵
ま
れ
た
七
十
年

だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

敗
戦
か
ら
東
京
五
輪
、
高
度
成
長
…

　

し
か
し
私
の
生
き
た
時
代
の
紆
余
曲
折
は
た
い
へ

ん
な
も
の
で
、
ま
ず
は
最
初
に
ア
メ
リ
カ
と
の
大
戦

争
が
あ
り
、
全
国
の
大
都
市
が
空
襲
で
焼
か
れ
た
上
、

広
島
、
長
崎
に
原
爆
を
落
さ
れ
て
の
大
敗
戦
が
あ
っ

た
。
幸
い
私
は
山
陰
の
静
か
な
田
舎
に
疎
開
し
て
い

た
か
ら
怖
い
思
い
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
戦
争
末

期
か
ら
戦
後
の
十
年
は
食
べ
る
も
の
も
乏
し
く
す
べ

て
に
貧
し
か
っ
た
。

　

そ
の
貧
し
さ
か
ら
脱
け
出
し
た
の
が
一
九
六
四
年

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
私
が
現

在
く
ら
す
杉
並
区
で
い
え
ば
、
少
し
雨
が
降
る
と
す

ぐ
に
水
た
ま
り
の
出
来
る
昔
な
が
ら
の
道
路
が
突
貫

工
事
で
幅
を
ひ
ろ
げ
て
舗
装
を
し
〝
環
状
八
号
線
〞

に
大
化
け
す
る
と
、
同
じ
頃
に
大
阪
ま
で
の
新
幹
線

が
開
通
し
て
日
本
初
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
始
ま
っ
た
。

　

こ
の
あ
と
は
高
度
成
長
と
い
う
の
か
給
料
は
毎
年

の
よ
う
に
あ
が
る
感
じ
だ
っ
た
し
、
テ
レ
ビ
に
洗
濯

機
に
冷
蔵
庫
は
誰
も
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
成
田

空
港
が
開
港
し
た
七
八
年
頃
に
は
欧
米
へ
出
か
け
る

の
は
ご
く
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ク
ル
マ
な
ど
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
前
は
夢
の
ま
た

夢
で
あ
っ
た
。
ク
ル
マ
は
富
豪
の
持
ち
も
の
、
お
か

か
え
運
転
手
の
運
転
す
る
も
の
と
い
う
固
定
観
念
が

あ
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
。
一
家
に
一
台
に
な
り
、
一
人

に
一
台
と
な
る
時
代
が
あ
っ
と
い
う
間
に
来
て
し
ま

う
こ
と
な
ど
誰
が
予
想
し
た
ろ
う
か
。

　

い
ろ
い
ろ
な
夢
が
次
々
に
実
現
し
て
し
ま
う
と
、

次
第
に
感
覚
が
麻
痺
し
て
き
た
も
の
の
、
す
べ
て
は

人
類
史
上
の
初
も
の
づ
く
し
で
あ
る
。
カ
ラ
ー
テ
レ

ビ
に
ケ
ー
タ
イ
、
ク
ル
マ
に
飛
行
機
に
人
工
衛
星
す

べ
て
が
、
人
類
の
歴
史
を
ど
れ
だ
け
さ
か
の
ぼ
ろ
う

紆う

余よ

曲
折
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と
も
存
在
し
た
た
め
し
は
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
進
歩
発
展
の
上
昇
線
で
あ
り
、

人
類
は
そ
の
上
昇
線
を
僅
か
五
十
年
く
ら
い
の
あ
い

だ
に
頂
点
ま
で
駆
け
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

頂
点
を
過
ぎ
た
「
先
」

　

今
、
頂
点
と
書
い
た
が
、
頂
点
な
ど
ま
だ
ま
だ
先

の
こ
と
だ
と
い
う
人
も
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

し
私
は
二
十
世
紀
の
最
後
の
五
年
あ
た
り
か
ら
頂
点

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
頂
点
の
先
は
下
降
線
で

あ
り
、
退
歩
衰
退
が
控
え
て
い
る
。

　

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

バ
ブ
ル
崩
壊
と
か
神
戸
の
震
災
や
サ
リ
ン
事
件
等
が

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
個
人
的
に
は
、
自

分
の
両
親
と
妻
の
両
親
の
死
や
病
い
や
介
護
に
対
面

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
そ
の
経
験
の
中
で
今

ど
れ
だ
け
多
く
の
、
魂
の
抜
け
殻
と
も
言
う
べ
き
老

人
が
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
老
人
の
数
は
、
今
後
増
え
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
減
る
気
配
は
な
い
。
自
分
も
将
来
そ
の
仲
間
入

り
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
若
い
世
代
に
か
か

る
負
担
は
重
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
単
に
老
人
問
題
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

人
間
生
態
系
の
崩
壊
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
我
々
が
享

受
し
て
い
る
文
明
生
活
自
体
が
地
球
生
態
系
の
破
壊

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
学
校
に
お
け

る
い
じ
め
や
学
級
崩
壊
、
離
婚
と
い
う
名
の
家
庭
崩

壊
、
こ
れ
ら
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
少
子
化
の
進
行

を
見
れ
ば
、
こ
の
数
百
年
、
西
欧
を
中
心
に
進
め
ら

れ
て
き
た
人
類
社
会
の
進
歩
発
展
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
当
の
進
歩
発
展
の
も
と
に
な
っ
た
近
代
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
さ
え
根
底
か
ら
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
て
く
る
。

　

近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
と
一
般
に
は
人
間

主
義
と
翻
訳
さ
れ
る
か
ら
、
ご
く
穏
や
か
な
暖
か
な

も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
石
川
英
輔
の
「
大
江
戸

リ
サ
イ
ク
ル
事
情
」（
講
談
社
文
庫
）
の
な
か
に
人

類
中
心
主
義
と
い
う
訳
語
を
見
つ
け
て
目
の
醒
め
る

思
い
を
し
た
。

　

石
川
さ
ん
は
人
類
中
心
主
義
と
い
う
訳
語
か
ら
、

近
代
の
進
歩
発
展
が
す
べ
て
現
人
類
（
し
か
も
そ
の

一
部
）
の
利
便
快
適
の
た
め
で
あ
っ
た
と
書
い
て
お

ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
目
的
の
た
め
に
人
類
は
動
植

物
を
は
じ
め
地
球
環
境
の
ほ
と
ん
ど
を
犠
牲
に
し
て

き
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
環
境
の
悪
化
が
進
め
ば
、

や
が
て
は
後
世
の
人
類
を
も
犠
牲
に
す
る
だ
ろ
う
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
環
境
の
悪
化
が
進
め
ば
、
と
言
っ
て
も
す

で
に
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
悪
化
は
進
ん
で

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
頃
ア
メ
リ
カ
の
元
副
大

統
領
ゴ
ア
が
出
し
た
「
不
都
合
な
真
実
」（
ラ
ン
ダ

ム
ハ
ウ
ス
講
談
社
）
を
見
る
と
地
球
温
暖
化
に
よ
っ

て
氷
河
が
ど
れ
だ
け
後
退
し
た
か
、
海
面
上
昇
が
ど

れ
だ
け
進
ん
だ
か
を
は
じ
め
、
近
い
将
来
に
来
る
で

あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
天
候
不
順
か
ら
大
旱
魃
の
可
能

性
ま
で
が
な
ま
な
ま
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

江
戸
と
い
う
〝
植
物
国
家
〞
の
智
恵

　

一
方
、今
触
れ
た
「
大
江
戸
リ
サ
イ
ク
ル
事
情
」
は
、

鎖
国
を
続
け
た
江
戸
時
代
の
日
本
人
が
い
か
に
完
璧

な
リ
サ
イ
ク
ル
を
な
し
と
げ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
。

む
ろ
ん
昔
の
日
本
に
リ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
言
葉
は
な

か
っ
た
が
、
江
戸
の
日
本
は
〝
植
物
国
家
〞
で
あ
り
、

衣
食
住
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
植
物
で
賄
っ
て
い
た
。

す
べ
て
を
土
に
返
し
て
植
物
を
育
て
、
そ
の
植
物
で

生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の

時
代
に
い
っ
さ
い
害
を
残
さ
な
か
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
江
戸
時
代
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
間
も
な
く
襲
い
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
に
対
処

す
る
た
め
、
こ
の
尊
敬
す
べ
き
先
祖
の
智
恵
に
学
ぶ

と
こ
ろ
は
た
い
へ
ん
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

＝
お
わ
り 

（
中
央
大
学
名
誉
教
授
）


