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は
じ
め
に

塩
は
、
我
々
の
日
常
生
活
に
き
わ
め
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
一
日
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
貴
重
な

生
活
基
本
物
質
の
一
つ
で
あ
る
。　

に
も
か
か
わ
ら
ず
塩
自
体
は
、
決
し
て
主
役
に
は
な
り
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
脇
役
が
い
な
け
れ
ば
い
ず
れ
の

芝
居
も
成
り
立
た
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
脇
役
な
の
で
あ
る
。
こ
の
脇
役
が
居
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
生
命

を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
日
常
の
健
康
を
管
理
し
て
行
く
上
で
、
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
大
き
く
関
わ

り
を
も
っ
て
い
る
存
在
な
の
だ
。

そ
こ
で
今
回
は
、
塩
に
関
す
る
江
戸
川
柳
を
拾
い
出
し
て
見
た
い
と
思
う
。

江
戸
川
柳
の
こ
と
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
事
実
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
所
々
で
大
き
く
脱
線
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
句
を
読
み
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
に
暮
ら
し
た
人
達
と
塩
と
の
関
わ
り
を
、
垣
間
見

る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
次
第
。

ま
た
、
大
豆
・
米
・
麦
な
ど
の
穀
類
に
、
こ
の
塩
と
麹
を
加
え
て
発
酵
・
熟
成
さ
せ
、
ペ
ー
ス
ト
状
に
し
た
の
が

味
噌
、
液
状
に
し
た
の
が
醤
油
と
い
っ
て
も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
塩
に
加
え
て
味
噌
と
醤
油
、
さ
ら

に
麹
に
関
す
る
江
戸
川
柳
を
も
拾
い
出
し
て
み
た
。
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7　 

収
録
句
に
つ
い
て
の
説
明

◆
本
書
に
収
録
し
た
川
柳
は
、
左
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　
『
川
柳
評
万
句
合
勝
句
刷
』
中
西
賢
治
編
・
川
柳
雑
俳
研
究
会

　
『
誹
風
柳
多
留
全
集
』
岡
田
甫
校
訂
・
三
省
堂

　
『
誹
風
柳
多
留
拾
遺
』
山
澤
英
雄
校
訂
・
岩
波
書
店

　
『
初
代
川
柳
選
句
集
』
千
葉
治
校
訂
・
岩
波
書
店

　
『
定
本 

誹
風
末
摘
花
』
岡
田
甫
編
・
有
光
書
房

◆
収
録
し
た
川
柳
の
出
典
は
、
左
記
の
通
り
表
記
し
た
。

１　

川
柳
評
万
句
合
興
行
に
お
け
る
勝
句
の
場
合
。

　
　

興
行
年
を
略
称
で
頭
に
つ
け
、
続
け
て
相
印
を
表
記
し
た
。
興
行
年
は
、
宝
暦
＝
宝
、
明
和
＝
明
、
安
永
＝
安
、
天
明
＝
天
で
あ
る
。

　
　

相
印
は
通
常
、
天
・
満
・
宮
・
梅
・
桜
・
松
・
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
・
鶴
・
亀
・
叶
と
表
記
さ
れ
る
。

　
　

 

収
録
し
た
川
柳
の
下
に
、
例
え
ば
、「
明
五
礼
５
」
と
あ
れ
ば
、
こ
の
川
柳
は
明
和
五
年
の
勝
句
刷
相
印
礼
の
五
枚
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
な
お
、
年
号
が
二
桁
に
及
ぶ
場
合
は
、
算
用
数
字
二
桁
で
表
記
し
た
。

２　

誹
風
柳
多
留
の
場
合
。

　
　

上
に
漢
数
字
で
篇
数
、
下
に
算
用
数
字
で
丁
数
を
表
記
し
た
。

　
　

た
と
え
ば
、「
三
○
15
」
と
あ
れ
ば
、
こ
の
川
柳
は
、
誹
風
柳
多
留
三
十
篇
15
丁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

３　

そ
の
他
の
川
柳
句
集
の
場
合
。

　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
句
集
の
特
徴
的
な
一
字
を
頭
に
し
、
そ
の
下
に
漢
数
字
で
篇
数
、
下
に
算
用
数
字
で
丁
数
を
表
記
し
た
。

　
　

 

誹
風
柳
多
留
拾
遺
＝
拾
、
さ
く
ら
の
実
＝
桜
、
川
傍
柳
＝
傍
、
藐
姑
柳
＝
藐
、
や
な
い
筥
＝
筥
、
柳
籠
裏
＝
篭
、
玉
柳
＝
玉
、
誹
風
末
摘
花
＝

末
、
と
し
た
。

　
　

た
と
え
ば
、「
傍
三
25
」
と
あ
れ
ば
、
川
傍
柳
と
い
う
句
集
の
三
篇
の
25
丁
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

6
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『
和
漢
三
才
図
会
』〈
巻
第
百
五
〉
に
は
、

思
う
に
、
わ
が
国
に
は
海
塩
を
焼
く
処
が
大
へ
ん
多
い
。
播は
り

磨ま

の
赤あ
こ
う穂
（
兵
庫
県
赤
穂
市
）、
備
前
の
樫か
し

野の

（
岡
山
県
真
庭
郡
久
世
町
）、
武む
さ
し州
の
業
ぎ
よ
う

得と
く

（
千
葉
県
市
川
市
行
徳
）、
い
ず
れ
も
潔
白
で
味
は
美よ

い
。
小し
よ

豆う
ど

島
、

駿す
る
が州
の
田た

籠ご
の

浦う
ら

、
摂せ
つ
つ州
の
須す

磨ま

浦
、
奥
州
の
松
島
・
千ち

賀か

の
浦
、
い
ず
れ
も
古
来
か
ら
の
塩
の
名
所
で
あ
る
。

若わ
か

狭さ

・
越
前
の
も
の
も
や
や
好よ

い
。
そ
も
そ
も
未
醤
や
醤
油
を
造
り
庖だ
い

厨
ど
こ
ろ

の
日
用
に
す
る
に
は
、
赤
穂
塩
の

よ
う
な
軽
白
の
も
の
が
佳
い
。
魚
鳥
を
淹し
お

漬づ
け

に
す
る
に
は
灘な
だ

塩
の
よ
う
な
重
濁
の
も
の
が
よ
い
。
奥
州
の
会
津

と
米
沢
の
交
あ
わ
い

で
山
が
岨け
わ

し
く
て
六
十
里
越
え
と
称
す
る
処
に
井
塩
が
出
る
。
大
小
の
二
処
あ
っ
て
両
者
は
三
、

四
尺
ぐ
ら
い
離
れ
て
い
る
。
そ
の
外
に
も
井
塩
・
池
塩
の
あ
る
処
は
ま
ま
あ
る
。

（
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
、
現
代
語
訳
本
使
用
）

と
、
各
地
の
塩
浜
や
井
塩
を
紹
介
し
て
い
る
。

製
塩

塩
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
海
水
に
含
ま
れ
る
お
よ
そ
三
・
五
％
程
度
の
塩
を
抽
出
す
る
た
め
、
九
六
・
五
％

の
海
水
を
蒸
発
さ
せ
る
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
い
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
極
々
大
雑
把
に
い
え
ば
、
海
岸
の
砂
地
を
平

に
な
ら
し
て
塩
浜
を
作
り
、
そ
こ
へ
海
水
を
何
回
も
撒
き
、
乾
い
た
の
ち
砂
を
集
め
て
沼
井
に
入
れ
、
そ
こ
へ
海
水

10

第
一
章
　
製
塩
と
そ
の
産
地

我
が
国
に
は
、
岩
塩
の
鉱
脈
は
な
い
。
但
し
、
江
戸
の
随
筆
類
に
、
塩
の
涌
き
水
や
岩
の
よ
う
な
塩
に
つ
い
て
の

記
述
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
松
浦
静
山
の
『
甲
子
夜
話
』〈
巻
二
十
三
〉
に
は
、

石
塩
は
自
然
の
塩
な
り
。
讃
岐
国
山
田
郡
湯
元
村
に
あ
り
。
又
奥
州
会
津
伊
北
郡
輪
将
に
、
大
塩
の
里
と
い
ふ

一
村
あ
り
。
大
山
の
麓
に
し
て
海
は
る
か
に
通
し
。
爰
に
大
石
の
か
た
は
ら
に
一
穴
あ
り
。
此
石
の
穴
よ
り
天

然
に
塩
を
生
ず
。
一
村
つ
ね
に
此
塩
を
食
ふ
。
海
塩
に
異
な
る
事
な
し
。
西
行
法
師
の
歌
あ
り
。

　
　
　

海
士
も
な
く
浦
な
ら
ず
し
て
陸
奥
の
山
が
つ
の
汲
大
塩
の
里

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ほ
ん
の
二
三
箇
所
を
挙
げ
た
の
み
で
、
日
本
全
国
で
は
い
た
る
所
に
似
た
よ
う
な
話
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
所
も
多
く
の
需
要
を
み
た
す
だ
け
の
埋
蔵
量
が
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

幸
い
な
こ
と
に
日
本
は
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
だ
か
ら
、
そ
の
適
・
不
適
は
と
も
か
く
と
し
て
、
全
国
い
た

る
所
で
塩
は
生
産
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
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の
。

居
続
の
客
へ
は
ん
ぞ
う
松
葉
塩　
　
　
　

一
○
五
40

は
ん
そ
う
の
た
ら
い
片
手
に
松
葉
し
ほ　

一
○
七
７

―
二
句
と
も
吉
原
居
続
け
の
朝
。
半
挿
は
湯
・
水
を
注
ぐ
具
。

食
物
の
保
存

生
も
の
、
即
ち
有
機
物
の
腐
敗
を
防
ぎ
、
長
期
の
保
存
を
す
る
た
め
に
塩
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
科
学
的
根
拠

に
つ
い
て
の
智
識
が
な
い
か
ら
、
専
門
家
の
説
明
を
借
用
す
る
と
、

塩
に
は
、
も
の
に
滲
み
込
む
力
が
あ
り
、
繊
維
質
、
ま
た
は
タ
ン
パ
ク
質
に
働
き
か
け
て
、
そ
の
組
成
水
分
を

奪
う
性
質
が
あ
る
。
さ
ら
に
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
塩
水
濃
度
に
な
る
と
、
腐
敗
バ
ク
テ
リ
ア
の
発
生
や
、

そ
の
ほ
か
多
く
の
微
生
物
の
発
生
を
抑
制
す
る
作
用
が
あ
る
。
そ
れ
が
有
機
物
の
保
存
・
貯
蔵
に
役
だ
つ
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
細
菌
の
繁
殖
や
、
酵
素
に
よ
る
自
己
消
化
な
ど
、
食
品
が
腐
っ
た
り
、
変
化
す
る
た
め
に

は
水
分
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
塩
に
奪
わ
れ
て
は
、
腐
敗
や
自
己
消
化
は
抑
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。（『
塩
』
平
島
裕
正
著
・
法
政
大
学
出
版
局
）

と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
あ
る
。

44

胡
麻
塩
の
親
父
お
こ
わ
に
か
け
ら
れ
る　

一
五
九
23

― 

こ
の
二
句
は
、
美
人
局
に
引
っ
か
か
っ
た
と
い
う
実
態
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
胡
麻
塩
と
お
こ
わ
の

掛
詞
を
楽
し
ん
だ
句
に
過
ぎ
な
い
。

３　

塩
煎
り

塩
煎
り
は
、
豆
や
干
し
魚
な
ど
を
焙
烙
に
入
れ
、
塩
を
ふ
り
か
け
て
煎
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
煎
っ
た
も
の
。

鰹
節
の
は
い
る
汁

お
つ
け

は
夷
え
び
す

講こ
う

と
生た
ん

辰ぜ
う

ば
か
り
。
三
度
の
飯
の
外
に
食
ふ
も
の
は
、
冷
飯
を
干
た
糒
ほ
し
い

の
塩
い
り
。

其
中
へ
田
舎
か
ら
貰
た
味
噌
豆
を
い
れ
た
所
が
、
豆
の
数
は
鉦
太
鼓
で
探
す
程
だ
ア
お
め
へ
。

（
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』〈
前
編
巻
之
上
〉
式
亭
三
馬
・
文
化
６
年
）

な
ど
と
見
ら
れ
る
が
、
江
戸
川
柳
は
左
の
一
句
の
み
。

人
間
ン
を
塩
煎
り
に
す
る
八
瀬
の
風
呂　
一
二
九
33

― 

八
瀬
の
風
呂
と
い
え
ば
釜
風
呂
。
古
く
は
、
炭
を
焼
い
た
竈
の
あ
と
に
塩
俵
や
塩
水
を
含
ま
せ
た
筵
を
敷

き
、
そ
こ
へ
裸
で
座
っ
て
、
俵
や
筵
か
ら
出
る
蒸
気
で
発
汗
さ
せ
る
と
い
う
蒸
し
風
呂
だ
っ
た
。

４　

松
葉
塩

歯
を
磨
く
た
め
の
塩
で
あ
る
。
繁は

こ
べ
じ
お

縷
塩
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
繁
縷
を
干
し
て
炒
り
、
塩
を
加
え
て
粉
末
に
し
た
も
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『松風・村雨』（菊川英山画、文化3年〔1806〕11月）
たばこと塩の博物館蔵
大判錦絵二枚続の画面に描かれた汐汲みの図であるが、画面中央
の松の枝に掛けられた烏帽子と狩衣、左端および右端の娘の振袖
の袖に見える「松風」「村雨」の文字により、松風・村雨の物語に
取材した作品と判断される。
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で
食
物
の
味
加
減
を
調
え
る
意
の
『
え
ん
ば
い
（
塩
梅
）』
と
が
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
混
同
さ
れ

て
使
わ
れ
た
語
と
さ
れ
る
が
、『
あ
わ
い
（
間
）』
か
ら
と
す
る
説
明
も
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

①
食
物
の
味
加
減
を
調
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
味
加
減
。

ふ
わ
〳
〵
の
あ
ん
ば
い
妾
上
手
な
り　
　
　

明
三
宮
１

盃
で
あ
ん
ば
い
を
す
る
小
な
べ
た
て　
　
　

明
三
義
４

あ
ん
ば
い
を
内
中
さ
せ
る
下
手
り
や
う
り　

安
六
礼
５

②
物
事
の
程
合
い
や
様
子
。
ま
た
、
や
り
方
。

産
綱
の
あ
ん
は
い
を
見
て
笑
せ
る　
　
　
　

三
二
３

米
つ
き
に
見
せ
る
大
根
の
干
あ
ん
ば
い　
　

三
三
27

塩
梅
し
き
の
有
事
て
後
家
を
立　
　
　
　
　

五
四
49

金
時
ハ
塩
梅
の
よ
い
赤
ツ
つ
ら　
　
　
　
　

一
二
一
乙
32

土
器
の
味
噌
て
国
家
を
塩
梅
し　
　
　
　
　

一
二
三
65

―
北
条
時
頼
。

③
身
体
の
具
合
。
健
康
状
態
。

は
ら
あ
ん
ば
い
が
わ
る
い
に
ぞ
う
に
出
し　

安
五
智
２

ふ
あ
ん
ば
い
だ
の
に
や
つ
た
ら
し
ひ
る
也　

筥
一
40 
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章
　
塩
と
言
葉

青
菜
に
塩

青
菜
に
塩
を
か
け
た
よ
う
に
、
急
に
元
気
が
な
く
な
っ
て
し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
た
と
え
。
生
気
を
失
う
こ
と
。

七
兵
衛
の
だ
り
む
く
れ
で
、
青
菜
に
塩
々
陣
を
引
て
か
ら
は

（
滑
稽
本
『
花
暦
八
笑
人
』〈
第
五
偏
巻
之
上
〉
一
筆
庵
主
人
・
嘉
永
２
年
）

城
渡
し
青
菜
に
塩
の
一
家
中　
　
　
　
　
　

一
三
六
14

―
赤
穂
の
城
の
明
け
渡
し
で
。

雪
の
朝
八
百
や
青
菜
に
塩
て
居
る　
　
　
　

一
四
八
31

―
野
菜
の
入
荷
無
く
。

塩
梅
・
安
排
・
按
排

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
程
よ
く
排
列
す
る
意
の
『
あ
ん
ば
い
（
安
排
・
按
排
）』
と
、
塩
と
梅
の
酢
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赤
味
噌

赤
味
噌
は
、
白
豆
に
麦
麹
と
塩
を
混
ぜ
て
醸
造
し
た
赤
茶
色
の
辛
口
味
噌
。
鯉
こ
く
に
用
い
ら
れ
た
味
噌
で
あ
る
。

「
江
戸
は
赤
味
噌
・
田
舎
味
噌
を
買
食
し
、
自
製
す
る
者
こ
れ
な
し
」
と
は
（『
守
貞
謾
稿
』〈
後
集
巻
之
一
〉）
の
一

節
。

ヲ
ヤ
赤
み
そ
た
ア
し
や
れ
る
ハ
。
よ
も
や
玉
み
そ
じ
や
ア
あ
ん
め
へ

と
は
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』〈
初
編
〉
の
一
節
で
あ
る
。

赤
み
そ
に
こ
け
が
う
い
て
て
呑
メ
る
也　

一
四
34 

│
こ
け
は
鯉
の
鱗
。

王
祥
喜
悦
赤
味
噌
を
買
に
遣
り　
　
　
　

一
五
七
24 

赤
味
噌
を
片
手
に
孝
子
買
て
来
ル　

　
　

六
二
19

│
二
十
四
孝
の
一
人
、
王
祥
。
元
の
話
で
は
氷
の
中
か
ら
鯉
を
取
り
だ
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
。

赤
み
そ
で
な
あ
と
鍾
馗
ハ
に
ら
み
つ
け　

四
二
17 

│
五
月
の
節
句
に
、
旗
の
鍾
馗
が
鯉
の
ぼ
り
を
見
て
。

し
や
ち
ほ
こ
と
鯨
赤
み
そ
金
山
寺　
　
　

九
○
28 
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味
噌
の
種
類

米
味
噌

米
味
噌
は
、
米
を
蒸
し
た
の
ち
搗
き
潰
し
、
麹
と
塩
を
混
ぜ
て
桶
に
入
れ
、
発
酵
さ
せ
て
ペ
ー
ス
ト
状
に
し
た
も

の
。

米
み
そ
を
さ
い
布
に
入
レ
て
御
国
入　
　

宝
九
義

│

｢

菜
布
」
は
、
旅
な
ど
の
と
き
、
銭
、
米
な
ど
を
入
れ
て
持
ち
歩
く
袋
。

　
　

 

殿
様
が
参
勤
交
代
で
国
元
へ
帰
え
ら
れ
る
と
き
、
江
戸
の
米
味
噌
を
持
参
。
国
元
の
田
舎
味
噌
よ
り
は
余

程
う
ま
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。



215　おわりに

本
書
執
筆
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
下
さ
っ
た
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
と
谷
田
有
史
氏
、
ま
た
以
前
か
ら
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
三
樹
書
房
に
は
、
本
書
の
出
版
に
際
し
て
も
い
ろ
い
ろ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
頂
い
た
。
同
社
社
長
の
小

林
謙
一
氏
、
及
び
編
集
に
携
わ
っ
て
下
さ
っ
た
木
南
ゆ
か
り
氏
、
山
田
国
光
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。

清
　
博
美

214

お
わ
り
に

『
江
戸
川
柳
で
読
み
解
く
』
た
ば
こ
・
お
酒
・
お
茶
の
三
著
の
共
著
者
で
あ
る
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
の
谷
田

有
史
氏
か
ら
、「
塩
・
味
噌
」
に
関
わ
る
江
戸
川
柳
本
を
と
い
う
お
話
を
頂
い
た
。
渡
り
に
船
と
「
醤
油
」
と
「
麹
」

を
追
加
し
て
、
関
連
す
る
句
の
選
び
出
し
を
行
っ
た
。

江
戸
川
柳
は
、
そ
の
文
芸
性
は
兎
も
角
と
し
て
、
当
時
の
庶
民
生
活
の
実
態
を
知
る
上
で
は
、
極
め
て
貴
重
な
資

料
で
あ
る
。「
塩
」
は
地
味
な
存
在
だ
が
、
人
が
生
き
て
行
く
た
め
に
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
り
、
歴
史

が
動
く
場
面
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
登
場
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
来
た
。
ま
た
、「
味
噌
」
は
日
本
で
活
躍

す
る
外
国
人
シ
ェ
フ
が
絶
賛
す
る
調
味
料
で
あ
り
、
そ
の
種
類
も
用
途
も
豊
富
で
、
こ
れ
ほ
ど
便
利
な
も
の
は
な
い
、

従
っ
て
、
江
戸
川
柳
に
も
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
困
っ
た
の
は
、「
醤
油
」
と
「
麹
」
で
、
醤
油
の
歴
史
は
比
較
的
浅
く
、
用
途
も
限
ら
れ
て
い
て

江
戸
川
柳
も
少
な
い
。「
麹
」
は
古
い
存
在
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
表
立
っ
て
活
躍
す
る
物
質
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ

ほ
ど
人
々
の
興
味
を
引
く
存
在
で
は
な
い
よ
う
だ
。

と
、
い
う
わ
け
で
、
タ
イ
ト
ル
を
『
江
戸
川
柳
で
読
み
解
く
　
塩
・
味
噌
・
醤
油
』
と
し
た
が
、「
醤
油
」
と

「
麹
」
の
句
は
資
料
的
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
薄
く
な
り
、
そ
の
点
で
「
塩
」
と
「
味
噌
」
と
比
べ
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
は
否
め
ず
申
し
訳
な
く
思
う
が
、
ご
寛
恕
頂
き
た
い
。
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