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冬
生
ま
れ
に
因
み
、冬
号
か
ら
父
・
真
民
の
話

に
入
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
42
年
１
月
６
日
、戸
籍
名〝
昻た
か
し
〟は
、父

（
子た
ね
　
じ司
）と
母（
夕た

ね子
）の
長
男
と
し
て
生
を
受

け
ま
し
た
。こ
の
年
は
一
白
水
星
・
酉
年
、そ
し

て
冬
生
ま
れ
、こ
れ
ら
三
つ
は
そ
の
後
の
人
生
の

大
切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
ま
す
。紹
介
す
る
詩

は
、「
季
節
の
う
た
」と
い
う
一
月
か
ら
十
二
月

ま
で
を
詠
ん
だ
長
い
詩
の
中
の
二
月
、「
冬
の
夜

の
母
の
話
」で
す
。写
真
は
、昻
少
年
が
小
学
校

入
学
を
記
念
し
た
家
族
写
真（
翌
年
も
う
一
人

弟
が
生
ま
れ
五
人
兄
弟
に
な
り
ま
す
）で
す
が
、

実
は
、こ
れ
以
前
の
昻
の
写
真
が
無
い
の
で
す
。

ど
な
た
か
、情
報
を
お
持
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
一
方
、み
そ
さ
ざ
い
は
、体
重
が
10
ｇ
も
な

い
非
常
に
小
さ
な
鳥
で
す
。

　

さ
て
詩
全
体
か
ら
、寒
い
冬
の
夜
、お
母
さ
ん

が
子
供
達
に
い
ろ
ん
な
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
る

温
か
い
家
庭
の
様
子
が
目
に
映
り
ま
す
。男
の
子

を
授
か
っ
た
と
い
う
母
親
の
喜
び
も
秘
め
ら
れ

て
い
ま
す
ね
。そ
し
て
予
言
め
い
た
鳥
た
ち
の
言

葉
は
、赤
ち
ゃ
ん
が
大
き
く
な
っ
た
ず
っ
と
先
の

真
民
を
暗
示
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
。父

は
、〝
一
番
先
に
み
そ
さ
ざ
い
が
お
祝
い
に
飛
ん
で

き
た
〟と
い
う
と
こ
ろ
が
大
好
き
で
、私
達
に
よ

く
話
し
て
く
れ
た
も
の
で
す
。

　

先
程
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
、真
民

は
こ
れ
を「
三
つ
の
所
縁
」と
い
う
詩
の
な
か
で
、

大正４年１月（１９１５）玉名小学校入学を記念し撮影した家族写真
（右端が昻少年）
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〝
わ
た
し
の
航
路
を
大
き
く
左
右
し
て
き
た
〟と

表
現
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、こ
う
付
け
加
え
て

い
る
の
で
す
。『
人
は
そ
の
出
生
の
由
縁
を
知
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
か
さ
れ
て
生

き
る
、大
き
な
恩
と
不
思
議
と
を
感
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。』

　

し
か
し
、こ
れ
は
人
生
に
お
け
る
幾
多
の
関
門

を
経
験
し
た
後
の
話
で
す
。生
ま
れ
つ
き
痩
せ

て
小
さ
く
目
だ
け
大
き
か
っ
た
と
い
う
幼
い
昻

少
年
に
と
っ
て
、み
そ
さ
ざ
い
の
小
さ
く
目
立
た

ず
朝
暗
い
う
ち
か
ら
庭
の
す
み
っ
こ
で
独
り
遊

ん
で
い
る
様
子
は
、ま
る
で
自
分
自
身
の
姿
・
仲

間
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、腺
病
質
で
病
気
が

ち
な
少
年
に
と
っ
て
冬
は
恐
ろ
し
い
季
節
で
し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

九
十
七
年
間
と
い
う
年
月
、一
白
水
星
の
水

と
の
つ
な
が
り
は
信
仰
を
深
め
、酉
年
の
鳥
と
の

つ
な
が
り
は
詩
心
を
広
く
豊
か
に
し
、冬
生
ま

れ
は
試
練
修
行
に
打
ち
勝
つ
厳
し
さ
と
な
り
、

人
生
の
所
縁
を
結
ん
で
ゆ
く
。生
ま
れ
た
と
き

褒
め
言
葉
が
な
か
っ
た
と
言
う「
昻
」に
と
っ
て
、

晩
年
の「
真
民
」に
至
る
ま
で
の
道
筋
は
、遥
か

彼
方
で
す
。

　

父
の
生
き
方
・
こ
つ
こ
つ
コ
ツ
コ
ツ
に
習
い
、皆

さ
ん
、一
緒
に
ゆ
っ
く
り
辿
っ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

文
／
西
澤
真
美
子

　
冬
の
夜
の
母
の
話 

（
季
節
の
う
た 

二
月
よ
り
）

あ
ん
た
の
う
ぶ
ご
え
を
き
い
て

す
ぐ
に
飛
ん
で
き
た
の
は

い
つ
も
庭
の
す
み
で
遊
ん
で
い
る

み
そ
さ
ざ
い
だ
っ
た

み
そ
さ
ざ
い
は
つ
つ
ま
し
い
鳥
な
の
で

裏
の
方
か
ら
そ
っ
と
入
っ
て

お
祝
い
を
言
っ
た

体
は
小
さ
い
が

声
は
大
き
い
ね
と

ほ
め
て
行
っ
た

そ
れ
か
ら

い
つ
も
お
参
り
を
し
て
い
た

お
寺
の
鳩
た
ち
が
き
た

鳩
は
き
れ
い
ず
き
だ
か
ら

お
そ
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う

坊
ち
ゃ
ん
で
し
た
ね

大
き
く
な
っ
た
ら

わ
た
し
た
ち
の
仲
間
に
加
わ
っ
て

よ
い
仕
事
を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
と

予
言
め
い
た
こ
と
を
言
っ
て
帰
っ
た

そ
の
つ
ぎ
に
は

思
い
が
け
な
い
鳥
が
き
た

そ
れ
は
渡
り
鳥
の
つ
ぐ
み
だ
っ
た

空
を
飛
ん
で
い
る
と

可
愛
い
い
こ
え
が
す
る
の
で

降
り
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た

つ
ぐ
み
は
遠
い
国
の
神
さ
ま
の
話
を
し
て

き
っ
と
幸
せ
を
祈
っ
て
下
さ
る
だ
ろ
う
と

あ
り
が
た
い
こ
と
ば
を
残
し
て
行
っ
た

酉
年
だ
っ
た
も
の
だ
か
ら

鳥
た
ち
が
大
よ
ろ
こ
び
し
て

つ
ぎ
つ
ぎ
に
や
っ
て
き
て
は

祝
福
し
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
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「味
あじ

十
と

味
み

」を営む香川出身の木下正文・美知子さん夫妻は、松山で店を開いて46年
になる。真民さんとは、「うどん屋」「真民さん」と互いを呼び合う、あっさりとした、しかし
味わい深い交友が続いた。多数の色紙や青芳人形で彩られた店内で美知子さんに
お話をうかがった。

真民さんは最後まで「真民さん」でした
木
き の し た

下 美
み ち こ

知子さん （73歳）

◆
う
ど
ん
の
出
前

　

昭
和
49
年
に
松
山
の
中
心
部
で
店
を
開

き
ま
し
た
。親
し
く
な
っ
た
近
所
の
人
が
真

民
フ
ァン
で
、日
曜
日
に
真
民
さ
ん
の
講
話
の

会
が
そ
の
方
の
お
宅
で
開
か
れ
る
と
、う
ど

ん
の
出
前
を
い
つ
も
頼
ま
れ
た
ん
で
す
。

　

日
曜
日
は
店
が
忙
し
い
の
で
私
は
参
加
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
皆
が
そ
れ
ほ
ど
熱

心
に
な
る
真
民
さ
ん
は
ど
ん
な
人
な
ん
だ

ろ
う
」と
い
う
好
奇
心
も
あ
っ
て
、そ
の
方
が

砥
部
の
タ
ン
ポ
ポ
堂
に
行
く
と
き
は
一
緒
に

連
れ
て
い
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。と
は
い
っ
て

も
、私
は
お
茶
を
す
す
り
な
が
ら
黙
っ
て
お

話
を
聞
く
だ
け
で
し
た
が（
笑
）。

　

真
民
さ
ん
と
の
ご
縁
は
そ
の
よ
う
に
始

ま
り
ま
し
た
。当
時
、野
菜
を
作
っ
て
い
た
の

で
、定
休
日
に
は
野
菜
や
、季
節
に
な
る
と

サ
ク
ラ
や
モ
モ
の
花
な
ど
を
玄
関
先
に
届
け
、

「
真
民
さ
ん
、来
た
ヨ
ー
」と
声
だ
け
か
け
て

失
礼
す
る
ん
で
す
。「
お
い
し
い
野
菜
だ
」と

喜
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
。

◆
98
番
碑
の
建
立

　

昭
和
63
年
、「
良
い
石
が
出
た
」と
真
民
さ

ん
か
ら
声
が
か
か
っ
た
の
で
、「
念
ず
れ
ば　

花
ひ
ら
く
」の
詩
碑
を
建
て
ま
し
た
。

　

当
時
は
店
の
入
口
横
に
詩
碑
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、「
念
ず
れ
ば　

花
ひ
ら
く
」と
言

い
な
が
ら
店
に
入
っ
て
く
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も

（
笑
）。当
時
も
店
内
に
真
民
さ
ん
の
色
紙
や

短
冊
を
飾
っ
て
い
た
の
で
、「
先
生
の
教
え
子

で
し
た
」と
い
う
お
客
さ
ん
も
い
ま
し
た
ね
。

平
成
16
年
に
現
在
地
に
移
転
し
ま
し
た
。陶

製
の
看
板
は
真
民
書
、森
元
青
芳
作
で
、青

芳
さ
ん
に
は
開
店
記
念
品
も
作
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。こ
ち
ら
に
来
て
か
ら
は
、真
民
さ
ん

は
う
ど
ん
を
食
べ
に
寄
っ
て
く
れ
た
り
、時
に

は
書
を
持
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。

◆「
真
民
さ
ん
」が
似
合
う
人
柄

　

知
り
合
っ
た
こ
ろ
、真
民
さ
ん
は「
昭
和
の

良
寛
さ
ん
」と
言
わ
れ
て
ま
し
た
。そ
の
と
お

り
で
、ま
っ
た
く
気
取
ら
な
い
。そ
し
て
、私
ら

に
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
話
し
て
く
れ
る
。

「
お
経
と
か
難
し
い
言
葉
は
知
ら
ん
」と
私

が
言
え
ば
、「
知
ら
ん
で
え
え
、南
無
阿
弥
陀

仏
だ
け
で
え
え
」と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

真
民
さ
ん
は
有
名
に
な
っ
て
も
、気
さ
く

な
人
柄
は
以
前
と
ち
っ
と
も
変
わ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。「
真
民
先
生
」と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す

が
、私
た
ち
に
と
っ
て
は
い
つ
ま
で
も
、親
し

昭和63年建立の98番碑

開店20周年に贈られた賛歌。
この紙に青芳人形を包んで
お客さんへの記念品とした

開店時に贈られた書の下で

み
や
す
い「
真
民
さ
ん
」で
し
た
。

◆
人
生
そ
の
も
の
の
言
葉

　

私
が
好
き
な
詩
は「
二
度
と
な
い
人
生
だ

か
ら
」。夫
は
う
ど
ん
一
筋
の
生
き
方
そ
の

も
の
の「
一
道
を
行
く
」。

　

誰
一
人
知
る
人
の
い
な
か
っ
た
松
山
で
、

お
客
さ
ん
に
恵
ま
れ
、真
民
さ
ん
と
も
出
会

え
、夫
婦
と
も
ど
も
い
い
人
生
を
送
ら
せ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。真民書・青芳作の陶製看板
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「
坂
村
真
民
の
ま
な
ざ
し
」は
、生
き
と
し
生

け
る
も
の
へ
の
、や
さ
し
さ
と
愛
情
あ
ふ
れ
る

ま
な
ざ
し
で
す
。し
か
し
、自
分
自
身
を
見
つ
め

る
ま
な
ざ
し
は
、い
つ
も
厳
し
い
ま
な
ざ
し
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
う
中
で
、晩
年
を
迎

え
、自
分
の
生
き
方
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
き

た
、80
歳
頃
か
ら「
自
分
の
ま
な
ざ
し
」を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

真
民
の
詩
に
、「
ま
な
ざ
し
」と
い
う
言
葉

が
初
め
て
出
て
く
る
の
は
、78
歳
の
時
に
作
っ
た

「
ま
な
ざ
し
」と
い
う
詩
で
す
。こ
れ
は
、井
上

洋
治
神
父
の
本
を
読
む
中
で「
イ
エ
ス
の
ま
な

ざ
し
」と
い
う
言
葉
に
出
会
っ
た
の
が
大
き
く

影
響
し
て
い
ま
す
。遠
藤
周
作
と
生
涯
の
友
で

あ
っ
た
井
上
洋
治
神
父
は
、キ
リ
ス
ト
教
を
日

本
の
風
土
と
日
本
人
の
心
に
如
何
に
根
付
か

せ
る
か
、と
言
う
こ
と
に
苦
心
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
中
で
、「
い
つ
も
人
々
か
ら
侮
蔑
の
ま

な
ざ
し
を
う
け
な
が
ら
、も
っ
と
も
重
い
人
生

を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
ん
で
い
た
売
春
婦
や
癩
病

人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
ま
な
ざ
し
こ

そ
、イ
エ
ス
の
生
涯
を
貫
い
て
い
る
姿
勢
の
表
れ

で
あ
る
と
思
う
」に
至
り
、一
遍
上
人
の
生
き

「
坂
村
真
民
の
ま
な
ざ
し
」

方
と
キ
リ
ス
ト
の
生
き
方
が
同
じ
生
き
方
で
あ

り
、そ
の「
ま
な
ざ
し
」も
同
じ
も
の
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
す
。こ
の
井
上
神
父
の
考
え
方

に
、真
民
は
深
く
共
感
し「
ま
な
ざ
し
」に
つ
い

て
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

現
在
開
催
中
の
企
画
展「
坂
村
真
民
の
ま

な
ざ
し
」で
は
、そ
う
い
う「
ま
な
ざ
し
」を
多

角
的
に
捉
え
、分
か
り
や
す
く
解
説
・
展
示
し

て
い
ま
す
。そ
の
中
で
、「
坂
村
真
民
の
ま
な
ざ

し
」の「
本
当
の
優
し
さ
」を
強
く
感
じ
た
文
章

を
ご
紹
介
し
ま
す
。そ
れ
は
、真
民
が
教
師
を

し
て
い
た
吉
田
高
校
の
卒
業
生
・
兵
頭
昭
子
さ

ん
が
真
民
の
想
い
出
を
書
い
た
も
の
で
す
。

　

坂
村
先
生
の
思
い
出

『
先
生
は
心
か
ら
差
別
を
さ
れ
な
い
方
で
し

た
。苦
労
し
て
社
会
人
と
な
っ
た
兄
が
、何
と
し

て
も
高
校
は
卒
業
す
る
べ
き
だ
と
学
費
を
送
っ

て
来
て
い
た
同
級
生
は
ど
の
先
生
に
も
友
人
に

も
突
っ
か
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、先
生
に
は
心
開

き
、神
妙
な
天
使
で
、点
訳
奉
仕
に
力
を
入
れ

ま
し
た
。
私
達
は
差
別
な
く
対
応
し
て
い
る
つ

も
り
で
も
同
級
生
の
感
じ
取
る
何
か
が
あ
り
、

先
生
の
隔
て
無
き
や
さ
し
さ
を
感
じ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。彼
女
は
生
涯
先
生
を
心
の

支
え
に
生
き
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

私
は
暗
い
内
か
ら
畑
の
手
入
れ
を
し
て
勤
め

に
行
く
父
や
病
弱
の
母
、弟
達
を
思
い
修
学
旅

行
は
親
に
も
友
人
に
も
車
酔
い
が
激
し
い
か
ら

と
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
旅
行
の
間
、図
書
館

で
本
を
読
ん
で
い
る
と
先
生
が「
や
あ
」と
遠
く

に
居
て
も
声
を
掛
け
に
来
て
下
さ
り
、そ
の
目

は
「
全
部
わ
か
っ
て
い
る
よ
」と
語
ら
れ
て
お
り

私
の
心
に
灯
が
点
り
ま
し
た
。

　

先
生
は
ご
自
分
の
詩
を
生
徒
に
進
め
た
事
が

あ
り
ま
せ
ん
。私
達
は
後
年
詩
人
と
し
て
有
名

に
な
ら
れ
る
先
生
と
は
知
ら
ず
国
語
乙
の
教
師

と
し
て
そ
の
暖
か
い
人
柄
に
ひ
か
れ
て
集
ま
っ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
』

　

真
民
は
、生
徒
と
共
に
生
き
、生
徒
を
一
人

の
人
間
と
し
て
愛
し
、そ
の
人
生
を
励
ま
し
、共

に
生
き
る
こ
と
を
一
生
懸
命
考
え
な
が
ら
教
師

と
し
て
勤
め
、詩
を
書
き
続
け
て
い
ま
し
た
。そ

う
い
う
真
民
の「
優
し
い
ま
な
ざ
し
」が
心
温
ま

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、真
民
詩
の
中
で
た
く
さ
ん
詠
わ
れ
て

い
る
三
人
の
娘
た
ち
へ
の「
父
親
と
し
て
の
愛

情
あ
ふ
れ
る
ま
な
ざ
し
」を
、私
が
一
番
感
じ

る
詩
を
ご
紹
介
し
ま
す
。「
幼
き
者
へ
」と
い
う

詩
で
す
。こ
の
詩
は
、「
全
詩
集
第
五
巻
」に
だ

け
載
せ
ら
れ
て
い
る
詩
で
、ほ
か
の
詩
集
に
は

載
っ
て
い
ま
せ
ん
。吉
田
時
代
の
最
後
の
頃
で

真
民
が
46
歳
頃
に
書
い
た
詩
で
す
。病
で
長
く

学
校
も
休
ん
で
お
り
、自
分
は
お
そ
ら
く
も
う

長
く
は
生
き
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。３
人
の
子
供
た
ち
へ
の
遺
言
の
よ

う
な
詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。病
に
伏
し
て
い
た
真

民
に
と
っ
て
、子
供
た
ち
が
明
る
く
元
気
に
育
っ

て
ゆ
く
姿
を
見
る
こ
と
は
、一
番
の
幸
せ
な
時

間
で
し
た
が
、そ
の
子
供
た
ち
が
大
き
く
な
る

ま
で
一
緒
に
生
き
て
ゆ
け
な
い
と
い
う
、父
親

の
悲
し
い
思
い
と
優
し
さ
と
い
と
お
し
さ
が
詰

ま
っ
た
詩
な
の
で
す
。　　
　

  

文
／
西
澤
孝
一

館
長
エ
ッ
セ
イ
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真民 のさん
ヒミツ

鳥全般
（特に白鷺）、蝶

白色

体に良い食物を摂り、
足裏を揉む事。

時々。日曜美術館をみていました。

強い。晩年は少量を
楽しく飲んでいました。

純粋、誠実 なま物、揚物、
冷たい物、肉

チャップリンの映画、
笠智衆が出演の映画、

ベンハー

好きな映画

好きな色

好きな動物

シャツとゆったりとしたズボン。
（天然素材（綿）、軽く柔らかい手触
りで明るい色）

日頃されていた服装

好きな食べ物、飲み物

健康に気をつけていた事は？

テレビはみていましたか？

お酒は強かったですか？

おまんじゅう、よもぎ餅
ハチミツ、根菜類、木の実
パンケーキ、桃、ハブ茶

忙しい！
忙しい！

口癖

八木重吉、
リルケ、
ゲーテ

好きな詩人

好きな言葉

嫌いな食べ物

日課にしていたこと

好きな場所、
よく行っていた場所は？

家の外回りの掃除、
ゴミ出し

娘さんの真美子さんから
見た真民さんはどんな人？

疑えば花ひらかず、
信心清浄なれば花ひらいて
仏を見たてまつる。

川、海、お寺

詩を書く以外に
趣味はありましたか？

美術館を訪ねる事。
自然の中に身を置く事。 好きな植物

花全般（特にタンポポ、朴の花）、
朴の木、橅の木

水上良介さん
（朝鮮師範学校の教え子）

一番の心友
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坂村真民記念館を応援しています

伊予郡砥部町麻生51-1（砥部病院西隣） TEL.089-969-0085  砥部病院ケアサービス株式会社

介護付有料老人ホーム
To-be

全78居室/20㎡～24㎡（1F&2F）

住宅型有料老人ホーム

モンレーヴ砥部
全18居室/40㎡～90㎡（3F）

砥部の地で、医療、看護、介護の三位一体を実現する砥部病院



〈編集後記〉 このところ『共に生きる』とよく言われますが、人と
人との繫がりを指す場合が多いですね。けれど、最近の何時
何処で何が起こるか予想出来ない自然災害、先の見えない
コロナ禍など、私達は自然と、もっと拡げて宇宙との共生を求
められているのではないでしょうか。アレッ！これ“真民のまなざ
し”では？　皆さん、記念館企画「坂村真民のまなざし」展で
一緒に考えてみませんか。お待ち申します。（真美子）

タンポポだより vol.35 冬号
令和2年12月1日発行
発行元／坂村真民記念館友の会事務局
〒791-2132 伊予郡砥部町大南705　坂村真民記念館内
TEL089-969-3643  FAX089-969-3644

坂村真民記念館を応援しています
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坂村真民記念館友の会 会員募集中

　坂村真民記念館友の
会は、会員の皆様と記念
館との交流を図り、記念館
を共に支え、育てていくこと
を目的とした会です。入会
された方には会報と、真民
グッズなどの記念品を贈呈
します。

詳しくはホームページをご覧下さい 検索検索坂村真民記念館　友の会

パスポート会員
年会費2000円 会員証で入館無料1人 ほか

会員証で入館無料1人 ほか

会員証で入館無料2人 ほか

会員証で入館無料2人、
観覧券10枚贈呈 ほか

一般会員
年会費5000円

特別会員
年会費10,000円

法人会員
年会費10,000円

特
典

特
典

特
典

特
典 ［坂村真民記念館］

開館時間／9〜17時（入館は16時30分まで）
休館日／月曜(月曜が祝日の場合は翌日)、12月29日〜1月1日
入館料／65歳以上300円、一般400円、高校生･大学生300円、
　　　　小･中学生200円  ※15人以上の団体は割引あり


