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例
年
な
ら
ば
今
ご
ろ
（
七
月
上
句
）
山
形
県
下
で

は
、
朝
露
に
濡
れ
な
が
ら
黄
色
い
紅
花
の
花
を
摘
み
、

紅
餅
作
り
に
汗
を
流
し
て
い
る
時
期
で
す
が
、
今
年

は
天
候
か
不
順
な
の
で
い
か
が
か
と
案
じ
ら
れ
ま
す
。

一
九
世
紀
の
中
頃
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
キ
ン
に

よ
っ
て
合
成
染
料
が
発
見
、
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
ま
で
、
世
界
の
人
々
が
用
い
て
き
た
の
は
自
然
の

植
物
や
動
物
、
鉱
物
か
ら
取
り
だ
し
た
色
素
に
よ
る

天
然
染
料
で
し
た
。
天
然
染
料
の
大
部
分
は
植
物
の

根
や
葉
、
花
、
実
、
樹
皮
、
樹
幹
に
含
ま
れ
て
い
る

色
素
を
活
用
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
植
物
は
多
く

の
場
合
山
野
に
自
生
す
る
も
の
の
中
か
ら
、
有
用
な

種
類
を
選
択
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
風
土
に
よ
っ
て

警
喪
が
あ
る
の
は
当
然
で
｀
．
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
特

色
あ
る
染
色
か
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
同
じ
く
黄
八

丈
と
呼
ば
れ
て
も
、
八
丈
島
特
産
の
そ
れ
は
八
丈
苅

安
の
黄
色
々
素
を
主
体
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

秋
田
八
丈
は
寒
冷
地
の
海
岸
の
砂
浜
に
自
生
す
る
ハ

マ
ナ
ス
の
根
皮
か
ら
抽
出
し
た
黄
の
色
素
が
利
用
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

一
方
、
文
化
の
発
展
や
人
智
の
進
歩
は
、
自
生
の

植
物
に
た
よ
る
だ
け
で
な
く
、
材
料
と
な
る
植
物
を

輸
入
し
た
り
、
移
植
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

種
類
を
ふ
や
し
て
き
ま
し
た
。

我
々
の
祖
先
が
利
用
し
て
き
た
植
物
染
料
の
中
で

も
、
特
に
多
く
の
人
々
に
愛
好
さ
れ
、
重
要
な
染
料

醒 屠l

日本の染織の技術と心

北 村哲郎
（前・文化庁文化財鑑査官）

と
し
て
ぎ
た
紅
花
と
蓼
藍
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
栽

培
植
物
で
す
。

紅
花
の
原
産
地
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ

き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
世
界
が
注
目
し
て
い
る

中
近
東
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
山
間
部
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
て
い
ま
す

C

紅
花
の
種
は
こ
こ
か
ら
エ
ジ
プ

ト
に
渡
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
、
ま
た
一
方
で
は
イ
ン

ド
か
ら
中
国
へ
、
更
に
韓
国
や
日
本
へ
渡
来
し
て
き

た
の
で
す
。
わ
か
国
へ
渡
来
し
た
時
期
は
、
こ
れ
も

明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
七
世
紀
半
ば
の
頃
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

紅
花
は
ア
ザ
ミ
に
よ
く
似
て
お
り
、
そ
の
花
は
管

状
の
小
花
が
沢
山
集
ま
っ
て
頭
花
を
つ
く
っ
て
い
ま
―

す
。
こ
の
花
に
黄
と
紅
の
色
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の

[
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で
、
こ
の
花
を
摘
ん
で
、
水
洗
い
し
、
水
溶
性
の
黄

色
々
素
を
な
る
べ
く
除
去
し
て
か
ら
発
酵
さ
せ
、
臼

で
掲
い
て
紅
餅
を
作
り
乾
燥
さ
せ
て
、
保
存
を
は
か

ぁ

（

る
の
で
す
。
染
色
を
す
る
際
に
は
こ
の
紅
餅
を
灰
汁

水
あ
る
い
は
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
を
加
え
た
水
に
漬
け
、

紅
の
色
素
を
溶
出
し
ま
す
。
こ
の
染
液
に
絹
布
を
浸

し
r

こ
れ
に
梅
酢
ま
た
は
ク
エ
ン
酸
を
徐
々
に
加
え

る
と
次
第
に
発
色
し
、
美
し
い
紅
染
が
出
来
上
る
わ

け
で
す
。

紅
花
は
布
や
紙
を
染
め
る
有
用
な
染
料
で
す
が
、

ま
た
化
粧
品
の
口
紅
や
頬
紅
の
原
料
と
も
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
種
子
は
油
脂
原
料
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

紅
花
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
た
紅
は
「
万
葉
集
」
に

「
紅
は
う
つ
ろ
ふ
も
の
ぞ
厨
の
馴
れ
に
し
衣
に
猶
し
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か
め
や
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
う
つ
ろ
ふ
も
の
」
つ

ま
り
褪
め
や
す
い
色
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
事
実
紅

あ
せ
じ

は
日
光
堅
牢
度
の
低
い
染
料
で
あ
り
、
ま
た
汗
染
み

か
出
来
た
り
す
る
と
、
変
色
を
す
る
難
点
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
紅
染
が
古
く

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
人
々
に
愛
好
さ
れ
存
続
し

つ
ゞ
け
て
き
た
の
は
、
第
一
に
は
そ
の
鮮
麗
で
魅
惑

的
な
色
の
美
し
さ
に
心
引
か
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
第
二
に
は
紅
が
人
間
の
血
行
を
よ

く
し
、
冷
え
を
防
ぐ
働
き
を
す
る
と
い
う
医
薬
的
な

効
能
を
生
活
の
体
験
と
し
て
認
め
て
き
た
か
ら
で
も

ひ

と

へ

お

お

ぐ

ち

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
公
家
の
装
束
で
も
単
や
大
口

あ
る
い
は
長
袴
な
ど
肌
に
接
す
る
衣
料
は
、
ほ
と
ん

ど
紅
染
と
定
め
ら
れ
て
き
た
の
も
、
ま
た
近
笹
に
な

っ
て
か
ら
は
、
長
嬬
袢
や
蹴
出
し
、
あ
る
い
は
表
着

の
裏
地
に
紅
染
を
好
ん
で
用
い
て
き
た
の
も
、
美
し

い
も
の
を
内
に
ひ
そ
め
る
と
い
う
美
意
識
も
さ
る
こ

と
な
か
ら
、
紅
が
肌
を
守
る
、
健
康
を
保
持
す
る
上

に
役
に
立
つ
と
い
う
実
利
も
あ
っ
て
の
こ
と
と
言
え

ま
す
。
還
暦
に
赤
い
頭
巾
や
袖
無
し
羽
織
、
肌
落
な

ど
を
贈
る
風
習
も
、
老
化
す
る
身
体
の
保
健
と
い
う

観
点
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

化
粧
に
紅
を
用
い
る
こ
と
も
、
イ
ン
ト
の
ヒ
ン
ズ

ー
教
徒
の
女
性
が
、
額
に
赤
い
星
を
入
れ
る
ビ
，
ニ
デ

よ
じ
な

ィ
の
よ
う
に
、
本
来
は
魔
除
け
、
お
呪
い
と
し
て
始

ま
っ
た
こ
と
の
よ
う
で
す
か
、
こ
の
風
習
は
中
国
に

伝
え
ら
れ
、
唐
代
に
は
、
頷
に
花
釧
と
呼
は
れ
る
四

ー
星
を
つ
け
、
底
口
の
両
側
に
は
翌
如
地
と
い
う

．．
 

認
の

無
形
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
染
織
工
芸
関
係
の

中
で
、
そ
れ
を
契
機
に
広
く
一
般
の
人
々
に
も
再
認

識
さ
れ
、
仕
事
か
盛
ん
に
な
っ
た
―
つ
に
紬
織
物
が

ゅ

う

き

あ
り
ま
す
。
結
城
紬
は
昔
か
ら
一
部
の
人
々
に
は
大

変
愛
好
さ
れ
て
き
た
も
の
で
し
た
が
、
指
定
以
後
は

一
段
と
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
，
更
に
結
城
以
外

の
紬
に
も
照
明
が
当
て
ら
れ
、
紬
織
物
全
体
か
再
評

価
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で

’
こ
゜
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ま

紬
は
も
と
も
と
出
殻
繭
や
質
の
落
ち
る
玉
繭
の
真

綿
か
ら
紡
い
だ
糸
で
織
っ
た
、
い
わ
ば
廃
物
利
用
と

し
て
出
発
し
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
紬
は
糸

の
繊
度
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
節
も
あ
っ
た
り
し
て
、

美
し
さ
よ
り
軽
く
て
温
く
、
丈
夫
な
絹
織
物
と
し
て

の
実
用
性
を
主
眼
と
し
て
き
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
に

そ
れ
が
商
品
と
し
て
、
広
く
流
通
し
は
じ
め
た
の
も
、

そ
れ
が
質
実
を
本
旨
と
し
た
武
家
の
衣
料
に
ふ
さ
わ

し
か
っ
た
か
ら
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
江
戸
時
代

に
更
に
隆
盛
と
な
っ
た
の
は
、
寛
永
五
（
一
六
二
八
）

年
の
法
度
に
も
あ
る
よ
う
に
、
絹
織
物
の
衣
服
着
用

を
全
面
的
に
禁
じ
ら
れ
た
農
民
で
も
、
名
主
と
農
民

の
女
房
に
は
紬
が
許
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
、
元
禄
十
五
（
一
七

0
二
）
年
刊
の
村
鑑

に
「
蚕
村
に
て
女
の
嫁
に
仕
り
候
紬
嶋
、
袴
嶋
織
り

申
し
候
、
大
積
り
舎
百
両
程
も
御
座
あ
る
べ
く
候
」

と
あ
る
よ
う
に
、
農
村
婦
女
子
の
大
き
な
現
金
収
入
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源
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
紬
が
町
の

機
業
と
し
て
よ
り

r

地
方
の
養
蚕
地
帯
の
農
山
村
に

発
展
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
し
た
。

紬
は
本
来
自
家
消
費
を
目
的
に
織
ら
れ
た
も
の
で

し
た
か
ら
、
素
朴
で
は
あ
っ
て
も
、
丁
寧
に
、
心
を

こ
め
て
織
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
多
く
の
人
が
紬
に
ひ

か
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
素
朴
さ
の
中
に
あ
る
、
織

手
の
心
の
温
も
り
を
感
じ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

、。

、
っ
カ紬

よ
り
更
に
素
朴
な
織
物
に
「
く
す
織
」
「
裂
き
織
」

「
つ
づ
れ
織
」
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
か
あ
り
ま
す
。

と

は

た

「
＜
ず
織
」
は
解
き
糸
や
機
織
り
の
残
り
糸
な
ど
を

丹
念
に
球
に
し
て
と
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
つ
な
い

で
緯
糸
に
し
て
織
っ
た
布
の
こ
と
で
、
屑
糸
を
活
用

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
名
が
あ
り
ま
す
。
絹

糸
の
残
り
を
使
っ
た
も
の
は
普
段
帯
な
ど
に
も
さ
れ

ま
し
た
か
、
木
綿
糸
や
絹
糸
を
交
え
て
織
っ
た
布
は

炉
撻
掛
け
や
日
常
の
座
蒲
団
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

す
り
心
t-

「
裂
き
織
」
と
い
う
の
は
摩
切
れ
た
衣
服
の
残
片
な

さ

ど
を
一
セ
ン
チ
程
の
巾
に
裂
い
て
、
そ
れ
を
緯
糸
の

か
わ
り
に
し
て
織
っ
た
織
物
で
す
。
経
に
は
丈
夫
な

本
綿
糸
を
用
い
て
い
る
の
て
、
地
厚
で
丈
夫
な
織
物

に
な
り
ま
す
か
ら
、
山
や
海
で
の
仕
事
着
や
そ
の
帯

あ
る
い
は
敷
物
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
漁
村

で
は
古
い
漁
綱
を
ほ
ど
い
て
つ
な
き
あ
わ
せ
、
そ
れ

を
緯
糸
に
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

「
つ
づ
れ
織
」
は
最
も
古
い
紋
織
物
の
技
法
の
綴
織

!
澄
]
”
店
社
と
を
茫
亡
姜
笛
を
ぎ
祖
淫

一
ツ
星
を
つ
け
、
唇
に
は
紅
を
さ
す
貴
婦
人
の
化
粧

法
と
な
っ
た
の
で
す
。
正
倉
院
御
物
の
中
の
鳥
毛
立

女
昇
風
に
描
か
れ
て
い
る
美
人
に
は
こ
の
唐
風
の
化

粧
法
が
み
ら
れ
ま
す
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
日
本
で
も
、

そ
う
し
た
化
粧
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
額
に
紅
を
さ
す
お
呪
い
は
嬰
児
の
お
宮
参
り
の

際
、
額
に
紅
で
大
の
字
を
書
い
た
り
、
赤
い
星
を
つ
け

る
民
俗
と
し
て
、
今
日
で
も
一
部
に
残
っ
て
い
ま
す
。

口
紅
は
最
も
普
及
し
て
ぎ
た
化
粧
で
す
か
こ
れ

も
単
に
美
容
上
だ
け
て
な
く
、
紅
に
薬
用
成
分
が
含

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
し
た
。
も
と
よ
り
誰
も
が
紅
の

薬
効
を
知
っ
た
上
で
口
紅
を
つ
け
て
い
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
美
を
求
め
な
か
ら
、
自
然
に
保
健

衛
生
の
道
に
か
な
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

紅
が
消
毒
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

は
口
紅
の
例
で
も
お
わ
か
り
と
思
い
ま
す
か
、
出
雲

地
方
の
生
ぶ
湯
の
湯
上
げ
に
も
、
そ
れ
は
み
ら
れ
ま

す
。
生
ぶ
湯
の
湯
上
げ
は
子
供
が
生
ま
れ
る
と
、
嫁

の
実
家
か
ら
届
け
ら
れ
て
き
た
も
の
の
由
で
す
が

r

そ
れ
は
松
竹
梅
に
鶴
亀
の
吉
祥
文
様
な
ど
を
筒
糊
措

き
で
白
く
染
上
げ
た
木
綿
の
紺
染
で
、
一
角
を
斜
め

取
り
に
紅
染
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
の
あ
る
幅
広
の

手
拭
い
状
の
も
の
で
す
。
こ
の
紅
染
の
部
分
で
、
子

供
の
顔
つ
ま
り
目
や
口
を
拭
っ
た
わ
け
で
す
。

湯
上
げ
だ
け
で
な
く
、
産
着
に
も
昔
の
人
は
同
じ

よ
う
な
配
慮
を
し
て
き
ま
し
た
。
近
世
民
間
で
は
産

着
を
紅
や
欝
金
に
染
め
、
ま
た
は
麻
の
葉
や
井
筒
な

ど
の
文
様
を
(
け
る
風
留
が
あ
り
ま
し
た
か
ヽ
こ

IL

ら
は
い
ず
れ
も
魔
除
け
や
子
供
の
無
事
成
長
を
祈
る

呪
い
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
紅
や
欝

金
の
医
薬
的
効
用
を
考
え
て
の
こ
と
で
し
た
。
欝
金

も
紅
と
同
様
日
光
堅
牢
度
は
極
め
て
低
く
、
媒
染
剤

を
用
い
な
く
と
も
布
に
染
着
す
る
反
面
、
洗
濯
で
色

が
落
ち
て
し
ま
う
欠
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
産
着
を
こ
れ
で
染
め
た
の
は
、
欝
金
が
健

胃
、
消
化
剤
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
欝
金
の
産
培
は
口
に
入
れ
ば
、
薬
に
な
っ
た

か
ら
で
す
。

も
う
一
度
紅
の
話
に
も
ど
り
ま
す
か
、
紅
花
の
種

子
に
含
ま
れ
て
い
る
油
脂
の
リ
ノ
ー
ル
酸
は
、
血
管

中
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
取
り
除
く
働
き
を
も
つ
と

い
う
こ
と
か
ら
、
近
年
は
動
脈
硬
化
の
予
防
や
治
療

薬
と
し
て
貴
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
紅
花
の
栽
培
は
油
脂
採
取
の
目
的
で
な
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

紅
や
藍
に
限
ら
ず
天
然
染
料
と
い
う
の
は
植
物
が

体
内
に
持
っ
て
い
る
色
素
を
抽
出
し
、
そ
の
色
素
を

レ
ー
キ
（
水
に
不
溶
解
の
物
質
）
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
初
め
て
染
料
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
り
得
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
永
い
経
験
に
も
と
づ
く
技

術
の
累
積
が
必
要
で
し
た
。
特
に
紅
や
藍
の
染
色
技

術
を
確
立
す
る
に
は
多
く
の
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
こ

と
と
思
わ
れ
ま
す
。

天
然
の
植
物
染
料
は
美
し
い
色
ど
り
を
我
々
に
提

供
し
て
く
れ
る
と
共
に
、
薬
効
を
も
も
た
ら
し
た
の

で
す
。

と
は
同
名
で
す
か
、
全
く
違
う
織
物
で
、
屑
織
と
同

じ
よ
う
な
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
青
森
県
で
は
麻
に

白
か
浅
葱
の
裏
を
つ
け
、
そ
れ
を
麻
糸
や
木
綿
糸
で

細
か
く
刺
し
子
に
し
た
も
の
を
「
つ
づ
れ
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
津
軽
や
南
部
の
こ
ぎ
ん
、
菱
刺
し
な
ど

も
、
本
来
は
布
の
補
強
‘
保
温
を
考
え
て
の
こ
と
で

し
た
。消

費
は
美
徳
と
言
わ
れ
た
使
い
捨
て
の
時
代
に
育

っ
た
方
々
に
は
、
屑
織
り
や
裂
き
織
り
と
言
っ
て
も

想
像
も
出
来
な
い
こ
と
て
し
ょ
う
か
、
一
本
の
糸
も

僅
か
な
裂
も
、
と
こ
と
ん
利
用
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
新

た
な
美
の
世
界
を
生
み
出
し
て
き
た
民
衆
の
智
恵
を
、

資
源
の
少
な
い
国
の
国
民
と
し
て
は
、
時
に
は
思
い
一

出
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

，
 

ま
た
自
然
が
天
然
染
料
を
追
じ
て
い
か
に
多
く
の
恵

み
を
与
え
て
く
れ
た
か
と
い
う
こ
と
も
思
い
返
し
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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編

集

後

記

0
古
代
史
に
は
｀
我
々
の
関
心
を
強
く
引
き
っ

け
る
謎
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
か
、
新

揺
文
化
に
つ
い
て
、
京
都
国
立
博
物
館
の
林

屋
館
長
に
「
新
謡
文
化
の
再
認
識
ー
根
の
固

を
求
め
て

1
i
の
一
文
を
い
た
だ
き
、
巻
顕

を
飾
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

0
ま
た
、
前
文
化
庁
文
化
財
鑑
査
官
の
北
村
先

生
か
ら
＿
．
我
が
国
の
染
織
に
つ
い
て
の
随
想

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
天
然
染
料
と
織
物
に

対
す
る
氏
の
温
も
り
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で

4
9
 

0
文
化
財
保
存
技
術
は
、
文
化
財
の
保
存
に
欠

か
せ
な
い
要
素
で
す
。
イ
タ
ロ
ム
（
文
化
財

保
存
修
復
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー
）
の
建
造
物

保
存
コ
ー
ス
に
参
加
し
た
中
村
氏
に
そ
の
報

告
を
お
頻
い
し
ま
し
た
。

0
よ
う
や
く
夏
ら
し
く
な
り
ま
し
た
。
御
執
策

い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
に
徊
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。
‘

(

W

)

「
文
化
庁
月
報
」
八
月
号

（
通
巻
第
ニ
ハ
七
号
）

昭
和
57
年
8
月
2
5
日
印
刷
冒
発
行

編

渠

文

化

庁

-TIOO
保
京
都
千
代
田
区
点
が
関
3
丁
目

2
番
2
号

発
行
所
株
式
会
社
き
ょ
う
せ
い

本
社
＿
TIOj
屯
京
都
中
央
区
銀
座
7
i
了
目
4
番
12号

営
業
所
〒
1
6
2
東
京
都
新
宿
区
西
土
軒
町
5
2
番
地

祉
話

(
O
三
）
―
一
六
八
ー
―
二
四
一
（
代
表
｝

lki秤
口

座

東

京

九

ー

一

六

一

番

印
刷
所
仰
行
政
学
会
印
刷
所

し

9

9

9

,

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

定

価

一

八

0
円
（
送
料
四
五
円
）

年
間
購
読
料
二
、
一
六

0
円
（
送
料
共
）
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