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権
力
者
に
よ
る
宗
教
弾
圧

一
五
六
六
年
ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
が

天
草
に
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
後
、
天
草

を
支
配
し
て
い
た
五
人
の
領
主
は
、
す
べ

て
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
し
ま
し
た
。

そ
の
時
、
天
草
の
領
民
が
心
の
拠
り
所

と
し
て
い
た
神
社
と
寺
院
を
こ
と
ご
と
く

取
り
壊
し
て
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
を
建
て
ま
し
た
。

一
般
的
に
、
天
草
は
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧

の
歴
史
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
が
、

実
は
そ
れ
以
前
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
よ
る
神

道
、
仏
教
の
弾
圧
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
伝
来
に
よ
り
、

古
く
か
ら
の
天
草
の
歴
史
が
消
さ
れ
て
し

ま
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
後
幕
府

に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
に
よ
り
、
今

度
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
が
壊
さ
れ
て
、

そ
の
後
に
曹
洞
宗
と
浄
土
宗
の
寺
院
が
新

た
に
建
て
ら
れ
た
た
め
、
二
重
の
宗
教
弾

圧
が
あ
っ
た
の
で
す
。

宗
教
同
士
の
争
い
と
い
う
よ
り
も
、
時

の
権
力
者
の
都
合
に
よ
り
領
民
た
ち
は
半

強
制
的
に
改
宗
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
が

実
情
で
し
た
。

対
立
か
ら
対
話
へ

純
粋
な
信
仰
を
し
て
い
た
領
民
た
ち
に

と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
毎
日
熱
心
に
拝
ん
で

い
た
仏
像
が
叩
き
壊
さ
れ
て
川
に
捨
て
ら

れ
た
り
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
辛
い
出

来
事
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

河
浦
町
に
は
、
小
西
行
長
に
よ
っ
て
川

底
に
捨
て
ら
れ
た
観
世
音
菩
薩
像
を
発
見

し
た
村
人
た
ち
が
、
密
か
に
隠
し
て
守
っ

て
い
た
石
仏
が
、
現
在
は
浄
土
宗
の
観
音

寺
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
逆
に
、
島
原
の
乱
後
幕
府
直

轄
の
天
領
と
な
っ
た
天
草
で
、
熱
心
な
キ

リ
シ
タ
ン
を
弾
圧
し
、
役
人
が
絵
踏
み
を

強
要
し
、
従
わ
な
か
っ
た
者
は
酷
い
仕
打

ち
を
し
て
強
制
的
に
仏
教
徒
に
改
宗
さ
せ

ら
れ
た
り
、
ま
た
表
向
き
は
仏
教
徒
に
な

り
な
が
ら
も
二
百
年
以
上
に
わ
た
り
厚
い

信
仰
を
守
り
抜
い
た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の

歴
史
は
世
界
に
類
を
み
な
い
も
の
で
す
。

封
建
社
会
か
ら
、
平
等
社
会
と
な
り
、

信
教
の
自
由
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ア
ル
メ
イ
ダ
の
天
草
宣
教
か
ら
実
に
四
百

五
十
年
の
時
を
経
た
平
成
二
十
八
年
（
二

〇
一
六
年
）
六
月
五
日
、
最
期
ま
で
キ
リ

シ
タ
ン
と
し
て
殉
じ
た
ア
ダ
ム
荒
川
の
命

日
に
、
か
つ
て
の
対
立
を
乗
り
越
え
て

「
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と

平
和
の
祈
り
」
が
カ
ト
リ
ッ
ク
崎
津
教
会

で
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
天
草
に
は
名

実
と
も
に
世
界
に
誇
る
優
れ
た
精
神
文
化

が
あ
る
こ
と
を
物
語
る
出
来
事
で
し
た
。
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ア
ル
メ
イ
ダ
に
よ
っ
て
天
草
に
蒔
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
愛
の
種

は
七
十
年
間
の
キ
リ
シ
タ
ン
黄
金
時
代
の
後
、
権
力
者
に
よ
る

迫
害
と
流
血
の
戦
い
、
そ
し
て
二
百
年
に
亘
る
世
界
に
例
の
な

い
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
、
更
に
平
成
の
世
と
な
り
神
道
、

仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と
平
和
の
祈
り
と
し
て
結
実
す
る

写真はキリスト教天草宣教450年記念行事としてカトリック崎津教会にて行われた「神道、仏教、キリス
ト教の対話と平和の祈り」で、熊本地震復興の祈りの神楽を舞う健軍神社の神職（撮影 小林健浩氏）

(
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写
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は
同
じ
く
小
林
健
浩
氏
撮
影
）
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ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ(1525-1583)

戦
国
時
代
末
期
の
日
本
を
訪
れ
た

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
。
商
人
で
し
た
が
、

医
師
の
免
許
を
持
ち
、
西
洋
医
学
を

日
本
に
導
入
し
て
大
分
に
日
本
初
の

病
院
を
作
り
ま
し
た
。

ザ
ビ
エ
ル
と
共
に
日
本
に
キ
リ
ス

ト
教
の
宣
教
に
来
た
ト
ル
レ
ス
神
父

に
山
口
で
出
会
い
、
商
人
か
ら
熱
心

な
宣
教
師
と
な
り
、
後
に
イ
エ
ズ
ス

会
員
と
な
り
ま
し
た
。

志
岐
麟
泉
の
招
き
で
一
五
六
六
年

り
ん
せ
ん

に
天
草
へ
宣
教
の
た
め
に
訪
れ
、
以

来
河
浦
の
地
で
没
す
る
ま
で
、
天
草

中
に
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
、
貧
者
や

弱
者
の
た
め
に
献
身
的
に
奉
仕
し
、

島
民
の
ほ
と
ん
ど
は
キ
リ
シ
タ
ン
と

な
り
ま
し
た
。

優
れ
た
知
恵
者
で
あ
っ
た
た
め
、

僧
侶
達
へ
納
得
の
い
く
よ
う
に
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
を
説
き
、
僧
侶
か
ら

キ
リ
シ
タ
ン
に
転
宗
す
る
者
も
多
く

い
ま
し
た
。

人
類
愛
を
説
い
た
ア
ル
メ
イ
ダ
に

よ
り
そ
の
後
七
十
年
間
に
亘
り
天
草

に
独
自
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
が
栄
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ア
ダ
ム
荒
川
（1

5
5
2

頃-
1
6
1
4
)

長
崎
県
島
原
半
島
の
有
馬
生
ま
れ
、

若
い
頃
、
あ
る
過
ち
の
た
め
、
主
君

の
ア
ン
ド
レ
ア
掃
部(
荒
川
城
主
と

し
て
有
馬
晴
信
の
兄
弟)
に
よ
り
処

刑
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
有
馬
の
イ
エ
ズ
ス
会
院
長

モ
ー
ラ
神
父
の
と
り
な
し
で
赦
さ
れ
、

そ
の
日
か
ら
ア
ダ
ム
は
剃
髪
し
て
生

涯
を
教
会
に
捧
げ
ま
し
た
。

一
五
九
〇
年
頃
、
志
岐
の
教
会
に

送
ら
れ
、
伝
道
士
と
し
て
活
躍
し
て

い
ま
し
た
。

一
六
一
四
年
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
令

に
よ
り
、
志
岐
教
会
の
ガ
ル
シ
ア
・

ガ
ル
セ
ス
神
父
が
国
外
に
追
放
さ
れ

る
と
き
、
神
父
は
、
ア
ダ
ム
荒
川
に

志
岐
の
教
会
の
世
話
を
頼
み
天
草
を

去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

や
が
て
、
迫
害
が
厳
し
く
な
り
、

ア
ダ
ム
荒
川
は
役
人
に
捕
ら
え
ら
れ

キ
リ
ス
ト
信
仰
の
棄
教
を
命
じ
ら
れ

ま
し
た
が
、
酷
い
拷
問
を
受
け
な
が

ら
も
信
仰
を
固
く
守
り
続
け
ま
し
た
。

こ
の
た
め
遂
に
六
月
五
日
志
岐
の

刑
場
で
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。

同
じ
頃
、
五
人
の
南
島
原
の
有
馬

藩
家
臣
が
有
馬
川
沿
岸
で
二
万
人
の

信
者
が
見
守
る
中
に
火
刑
に
よ
り
殉

教
し
て
い
ま
す
。
（
近
年
、
両
方
と

も
ロ
ー
マ
法
王
庁
よ
り
福
者
に
列
せ

ら
れ
る
）

な
ぜ
一
揆
が
起
き
た
の
か

キ
リ
シ
タ
ン
が
伝
来
し
た
戦
国
時

代
に
は
天
草
に
五
人
の
領
主
が
い
ま

し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
の
命

で
唐
津
藩
の
寺
沢
広
高
が
天
草
を
飛

び
地
の
領
地
と
し
て
支
配
し
ま
し
た
。

寺
沢
藩
主
は
、
一
時
キ
リ
シ
タ
ン

に
改
宗
し
ま
し
た
が
幕
府
に
よ
る
弾

圧
を
機
に
棄
教
し
、
逆
に
キ
リ
シ
タ

ン
を
弾
圧
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
天
草
領
民
に
重
税
を
課

し
て
、
惨
た
ら
し
い
拷
問
に
よ
っ
て

責
め
立
て
な
が
ら
、
租
税
を
回
収
し

て
い
た
の
で
し
た
。

一
方
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
た

ち
は
、
貧
し
い
領
民
や
弱
者
の
た
め

に
献
身
的
に
尽
く
し
て
い
た
の
で
、

島
民
た
ち
の
心
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
教

え
を
信
条
と
し
、
や
が
て
時
の
権
力

者
に
対
し
て
大
い
な
る
不
満
を
抱
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

更
に
、
戦
国
時
代
が
終
わ
っ
て
間

も
な
い
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
、
戦

に
負
け
た
藩
の
家
臣
た
ち
が
浪
人
と

な
り
天
草
へ
な
だ
れ
込
ん
で
、
天
草

島
民
と
共
に
幕
府
へ
の
反
乱
と
発
展

し
、
遂
に
一
六
三
七
年
十
二
月
に
島

原
天
草
の
一
揆
と
な
り
蜂
起
し
ま
す
。

日
本
史
上
最
大
の
一
揆
と
言
わ
れ

る
島
原
天
草
の
乱
は
、
十
六
歳
の
天

草
四
郎
時
貞
を
旗
頭
に
三
万
七
千
人

余
り
の
一
揆
軍
と
十
二
万
人
余
り
の

幕
府
軍
の
壮
絶
な
戦
い
と
な
り
ま
す

が
、
一
揆
軍
に
参
加
し
た
島
原
と
天

草
の
領
民
は
全
滅
し
ま
し
た
。

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

そ
の
後
、
禁
教
と
な
り
天
草
の
キ

リ
シ
タ
ン
は
絶
え
た
か
の
よ
う
に
見

え
ま
し
た
が
、
一
八
〇
五
年
﨑
津
を

は
じ
め
今
富
、
大
江
、
高
浜
の
四
ヶ

村
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
「
宗
門
心

得
違
者
」
と
し
て
摘
発
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
村
で
は
講
会
と
称
し
て

夜
分
集
ま
っ
た
り
、
神
前
で
変
わ
っ

た
参
拝
を
す
る
風
習
が
あ
る
よ
う
だ

と
、
長
崎
奉
行
所
や
江
戸
幕
府
に
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
五

千
人
あ
ま
り
が
摘
発
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
彼
ら
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
し

て
で
は
な
く
、
「
心
得
違
い
の
者
」

と
し
て
摘
発
さ
れ
、
関

わ
っ
た
役
人
は
潜
伏
キ

リ
シ
タ
ン
で
あ
る
事
実

を
つ
か
ん
で
お
き
な
が

ら
、
島
民
の
反
乱
を
恐

れ
て
、
婉
曲
し
て
報
告

し
て
事
を
大
き
く
せ
ず

に
穏
便
に
済
ま
せ
よ
う

と
し
ま
し
た
。

ガ
ル
ニ
エ
神
父(

1
86
0
-
1
9
4
1
)

明
治
時
代
に
な
り
キ
リ
ス
ト
教
の

伝
道
が
復
活
し
ま
し
た
。
大
江
教
会

を
建
て
た
ガ
ル
ニ
エ
神
父
は
、
南
フ

ラ
ン
ス
の
生
ま
れ
ま
し
た
。

パ
リ
外
国
宣
教
会
の
司
祭
と
な
り
、

一
八
八
五
年
に
来
日
。
一
八
九
二
年

三
二
歳
の
と
き
に
天
草
に
着
任
し
、

四
十
九
年
間
大
江
教
会
の
主
任
司
祭

を
務
め
ま
し
た
（
最
初
の
三
十
五
年

は
﨑
津
教
会
と
兼
任
）
。

ガ
ル
ニ
エ
神
父
は
「
贅
沢
し
た
ら

人
は
救
え
な
い
」
が
口
癖
で
、
フ
ラ

ン
ス
の
家
族
か
ら
の
援
助
金
は
蓄
え

に
回
し
、
当
時
貧
し
か
っ
た
天
草
の

信
徒
た
ち
と
同
じ
も
の
を
常
食
と
し
、

継
ぎ
は
ぎ
の
司
祭
服
を
ま
と
い
、
裸

足
で
暮
ら
す
な
ど
、
生
活
費
を
切
り

詰
め
て
宣
教
活
動
に
励
み
ま
し
た
。

そ
し
て
着
任
か
ら
約
四
十
年
後
、

祖
国
に
一
度
も
帰
ら
ず
に
、
す
べ
て

の
私
財
を
投
じ
て
現
在
の
大
江
教
会

を
信
者
と
と
も
に
建
設
し
ま
し
た
。

当
時
の
東
京
の
エ
リ
ー
ト
文
学
青

年
、
与
謝
野
鉄
幹
、
北
原
白
秋
等
五

人
が
、
離
島
天
草
の
弱
者
の
た
め
に

一
命
を
か
け
て
奉
仕
す
る
ガ
ル
ニ
エ

神
父
に
惹
か
れ
「
パ
ー
テ
ル(

神
父)

さ
ん
に
会
い
た
い
、
パ
ー
テ
ル
さ
ん

に
会
い
た
い
」
と
天
草
へ
訪
れ
た
紀

行
文
「
五
足
の
靴
」
は
『
東
京
二
六

新
聞
』
紙
上
に
連
載
さ
れ
ま
し
た
。

時
の
権
力
者
の
都
合
で
、
信
仰
を
変
え
、
重
税
に
あ
え

ぎ
、
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
た
天
草
島
民
の
悲
劇
の
歴
史
。

天
草
島
民
に
と
っ
て
、
幸
せ
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
？キリシタンの教えを守り抜き、殉教するアダム荒川の絵(キリシタン館蔵）

ア
ル
メ
イ
ダ
像

天
草
四
郎
像

ガ
ル
ニ
エ
神
父
の
写
真
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鈴
木
重
成
公
の
命
が
け
の
嘆
願

幕
府
は
天
草
を
直
轄
の
天
領
と

し
て
、
初
代
代
官
に
鈴
木
重
成
公

し
げ
な
り

を
着
任
さ
せ
ま
す
。

そ
の
時
の
鈴
木
重
成
公
の
使
命

し
げ
な
り

は
、
二
度
と
天
草
で
一
揆
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
に
、
新
た
に
天
草
を

復
興
せ
よ
と
い
う
重
任
で
し
た
。

鈴
木
重
成
公
は
、
天
草
島
民
が

し
げ
な
り

な
ぜ
一
揆
を
起
こ
し
た
の
か
を
知

る
た
め
に
、
天
草
全
島
を
隈
な
く

巡
り
な
が
ら
、
島
民
の
暮
ら
し
の

実
情
を
的
確
に
把
握
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
実
質
的
な
年
貢
の

二
倍
以
上
の
年
貢
を
寺
沢
藩
が
領

民
に
課
し
て
、
強
引
に
取
り
立
て

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
鈴
木
重
成
公
は
、
幕

し
げ
な
り

府
の
代
官
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

幕
府
に
対
し
て
石
高
半
減
を
願
い

出
ま
し
た
。

し
か
し
、
再
三
の
願
い
出
に
も

関
わ
ら
ず
幕
府
は
受
け
入
れ
ず
、

遂
に
は
鈴
木
重
成
公
は
江
戸
に
出

し
げ
な
り

向
き
、
嘆
願
の
末
に
絶
命
し
て
い

ま
す
。

幕
府
は
、
病
死
扱
い
で
鈴
木
家

を
存
続
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
実
際

は
切
腹
に
よ
る
命
が
け
の
嘆
願
で

あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
鈴
木
重
成
公
の
息
子

し
げ
な
り

重
辰
公
（
兄
で
僧
侶
の
鈴
木
正

三

し
げ
と
き

し
ょ
う
さ
ん

公
の
息
子
を
養
子
）
の
時
代
に
幕

府
は
石
高
を
半
減
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
多
く
の
天
草
の
領

民
が
救
わ
れ
、
鈴
木
重
成
公
は
、

し
げ
な
り

天
草
の
恩
人
と
し
て
慕
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
天
草
中
に
鈴
木
重
成

し
げ
な
り

公
を
祀
る
祠
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

ま
つ

ほ
こ
ら

長
岡
興
就
と
永
田
隆
三
郎

お
き
な
り

り
ゅ
う
ざ
ぶ
ろ
う

と
こ
ろ
で
、
天
草
の
人
口
は
、

江
戸
初
期
に
島
原
の
乱
で
激
減
し
、

幕
府
は
移
民
を
入
植
さ
せ
ま
し
た

が
、
幕
末
に
は
乱
後
の
お
よ
そ
十

倍
の
十
四
万
人
に
人
口
が
膨
れ
上

が
り
ま
し
た
。

全
国
的
に
他
の
地
域
で
は
人
口

の
増
加
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す

が
、
天
草
だ
け
人
口
が
激
増
し
た

理
由
は
、
天
草
に
堕
胎
や
新
生
児

を
葬
る
間
引
き
の
慣
習
が
な
か
っ

ま

び

た
た
め
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え

の
影
響
と
も
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
口
増
加
に
よ
り
領
民
は
食
糧

難
や
生
活
苦
に
あ
え
ぎ
、
そ
れ
に

乗
じ
て
金
貸
し
業
の
銀
主
と
言
わ

ぎ
ん
し
ゅ

れ
る
職
種
が
金
を
貸
し
て
利
息
で

儲
け
た
り
、
領
民
の
家
財
を
取
り

上
げ
て
私
腹
を
肥
や
し
ま
し
た
。

こ
の
頃
、
心
あ
る
庄
屋
や
大
庄

屋
の
中
か
ら
、
領
民
の
最
低
限
の

暮
ら
し
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
幕
府

に
訴
え
る
義
民
が
現
れ
ま
す
。

そ
の
代
表
が
、
御
領
の
長
岡

興
就
や
、
栖
本
村
古
江
の
永
田

お
き
な
り

隆
三
郎
ら
で
、
彼
ら
は
鈴
木
重
成

り
ゅ
う
ざ
ぶ
ろ
う

し
げ
な
り

公
と
同
じ
く
、
命
を
賭
し
て
幕
府

に
嘆
願
し
、
長
岡
興
就
は
牢
屋
に

お
き
な
り

終
身
刑
、
永
田
隆
三
郎
は
獄
門
刑

に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
長
岡
興
就
は
細
川

お
き
な
り

ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
の
次
男
興
秋
が
生

お
き
あ
き

き
延
び
て
御
領
に
庄
屋
と
な
っ
た

末
裔
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
キ
リ
シ
タ
ン
は
元
よ

り
、
天
草
は
こ
こ
で
紹
介
し
き
れ

な
い
ほ
ど
島
民
の
苦
し
み
を
救
う

た
め
に
自
ら
の
命
を
捧
げ
た
義
民

た
ち
が
多
く
い
た
島
で
、
そ
の
お

陰
で
今
日
の
私
た
ち
の
平
和
で
幸

せ
な
生
活
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

子
々
孫
々
ま
で
語
り
継
ぎ
た
い
尊

く
貴
重
な
精
神
的
遺
産
で
す
。

一
五
六
六

ア
ル
メ
イ
ダ
が
天
草
に
キ
リ
ス
ト
教
を
宣
教
す
る

一
五
八
七

徳
川
秀
吉
、
伴
天
連
追
放
令
を
発
す

一
五
八
九

天
草
合
戦
の
後
天
草
は
小
西
行
長
の
配
下
と
な
る

一
六
〇
三

徳
川
家
康
、
江
戸
幕
府
を
開
く

一
六
一
三

徳
川
秀
忠
、
全
国
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
令
を
発
す

一
六
一
四

ア
ダ
ム
荒
川
が
富
岡
で
殉
教
す
る

一
六
三
七

島
原
天
草
の
乱
勃
発
（
一
揆
軍
３
万
７
千
人
全
滅
）

一
六
三
八

日
本
は
鎖
国
と
な
る

一
六
四
一

天
草
は
天
領
と
な
り
初
代
代
官
鈴
木
重
成
公
着
任

諏
訪
神
社
が
本
渡
に
移
さ
れ
本
渡
の
市
が
始
ま
る

一
六
五
三

鈴
木
重
成
公
、
幕
府
に
石
高
半
減
を
嘆
願
し
没
す

一
六
五
九

鈴
木
重
辰
公
赴
任
後
、
石
高
半
減
と
な
る

一
七
九
二

雲
仙
大
爆
発
30
ｍ
大
津
波
。
天
草
溺
死
者
400
名

一
八
〇
五

天
草
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
５
０
０
０
名

（
幕
末
の
頃

天
草
の
人
口
一
揆
後
の
十
倍
十
四
万
人
と
な
る
）

一
八
二
八

栖
本
庄
屋
永
田
隆
三
郎
「
法
界
平
等
」
の
碑
建
立

一
八
四
五

御
領
庄
屋
長
岡
興
就
、
幕
府
に
三
度
の
直
訴

一
八
四
七

第
二
天
草
の
一
揆
（
暴
徒
一
万
五
千
人
）

一
八
四
九

永
田
隆
三
郎
、
一
揆
首
謀
者
と
し
て
富
岡
で
処
刑

一
八
六
八

明
治
元
年
、
天
草
は
富
岡
県
、
天
草
県
と
な
り
、

や
が
て
長
崎
県
に
併
合

一
八
八
一

フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ら
が
天
草
の
宣
教
活
動
開
始

一
八
九
二

ガ
ル
ニ
エ
神
父
来
島
し
、
大
江
、
崎
津
教
会
担
任

一
九
〇
七

北
原
白
秋
ら
五
人
の
文
学
青
年
が
ガ
ル
ニ
エ
神
父

に
会
う
た
め
に
来
島
（
「
五
足
の
靴
」
新
聞
連
載
）

一
九
四
一

ガ
ル
ニ
エ
神
父
死
去

一
九
四
五

太
平
洋
戦
争
終
結

一
九
六
六

天
草
五
橋
開
通

二
〇
一
六

６
月
５
日
ア
ル
メ
イ
ダ
天
草
宣
教
450
年
記
念
行
事

と
し
て
「
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と

平
和
の
祈
り
」
執
行(

カ
ト
リ
ッ
ク
崎
津
教
会)

安土桃山江 戸大正・明治昭和平成※
青
字
は
、
天
草
の
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
の
出
来
事

原 城 跡

有 馬 川 殉 教 地

有 馬 ｷ ﾘ ｼ ﾀ ﾝ 遺 産 記 念 館

天草四郎誕生の地

一揆軍談合の湯島

南蛮寺(正覚寺)

キ リ シ タ ン 館

鈴 木 神 社

天草四郎ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ

ｱ ﾀ ﾞ ﾑ荒川殉教地

ｶ ﾄ ﾘ ｯ ｸ 崎 津 教会

★■

■

■

■

■

ロ ザ リ オ 館

コ レ ジ オ 館

★

★

★

富 岡 城 跡

★
★

★
★

★

★

カトリック大江教会

★

キリシタン供養碑

永 田 隆 三 郎 の 墓

長 岡 興 就 像

★

★

江
戸
で
嘆
願
す
る
長
岡
興
就
像

鈴
木
三
公
像

獄
門
に
殉
じ
る
永
田
隆
三
郎
の
絵

天
草
は
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
の
島
と
言
わ
れ
る
が
、
実
は
キ
リ

シ
タ
ン
と
は
別
に
多
く
の
義
民
た
ち
が
、
島
民
の
苦
し
み
を

救
う
た
め
に
命
を
捧
げ
て
い
る
。

事
実
、
島
原
の
乱
の
一
揆
軍
の
半
分
近
く
は
キ
リ
シ
タ
ン
で

は
な
く
、
ま
た
江
戸
時
代
末
期
第
二
の
天
草
一
揆
で
は
島
民

救
済
の
た
め
命
が
け
で
幕
府
へ
嘆
願
し
た
庄
屋
達
が
い
た
。
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不
安
に
な
っ
た
ら
ラ
ジ
オ
！

朝
５
時
頃
に
は
ま
だ
雪
は
降
っ

て
い
な
か
っ
た
の
が
、
出
勤
前

の
６
時
に
は
下
島
の
大
方
の
地

域
で
雪
が
ど
ん
ど
ん
積
も
り
始

め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
本
渡
の
街
は
辺
り

一
面
銀
世
界
と
な
り
、
あ
ち
こ

ち
の
道
路
が
チ
ェ
ー
ン
規
制
と

な
り
ま
し
た
。

自
動
車
で
移
動
す
る
ド
ラ
イ

バ
ー
達
は
、
い
っ
た
い
何
が
起

こ
っ
た
の
か
？

ど
こ
ま
で
渋

滞
が
続
い
て
い
る
の
か
？
ど
こ

の
道
を
行
け
ば
通
れ
る
の
か
？

不
安
と
焦
り
で
、
ラ
ジ
オ
を

つ
け
る
と
「
み
つ
ば
ち
ラ
ジ
オ
」

か
ら
刻
々
と
入
っ
て
く
る
大
雪

情
報
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
日
の

予
定
を
建
て
直
し
、
関
係
者
に

電
話
で
連
絡
を
し
て
い
ま
し
た
。

ス
マ
ホ
で
天
気
情
報
を
確
認

し
た
り
、
最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
を

確
認
し
て
も
、
天
草
の
細
か
い

情
報
ま
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

平
成
30
年
１
月
11
日
朝
方
か
ら
降
り
は
じ
め
た
大
雪
は
、
通
勤
時
間
と
重
な
り
多
く

の
ド
ラ
イ
バ
ー
達
に
不
安
と
脅
威
を
与
え
た
が
、
そ
の
時
カ
ー
ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ
チ

を
入
れ
る
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
み
つ
ば
ち
ラ
ジ
オ
か
ら
交
通
情
報
が
聞
こ
え
て
き
た
！

そ
の
点
、
災
害
時
の
た
め

に
平
時
の
放
送
を
臨
時
放
送

に
切
り
替
え
て
、
天
草
の
人

た
ち
の
安
心
、
安
全
を
確
保

す
る
た
め
の
「
み
つ
ば
ち
ラ

ジ
オ
」
は
、
大
切
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

大
震
災
で
活
躍
し
た
ラ
ジ
オ

阪
神
淡
路
大
震
災
、
東
日

本
大
震
災
、
熊
本
地
震
と
、

災
害
時
に
い
ち
早
く
正
確
な

情
報
を
市
民
に
届
け
て
く
れ

た
の
は
、
新
聞
で
も
テ
レ
ビ

で
も
な
く
ラ
ジ
オ
で
し
た
。

電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
電

話
が
寸
断
さ
れ
て
も
、
ラ
ジ

オ
だ
け
は
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
聞
け
ま
す
。

特
に
、
地
域
に
密
着
し
た

ラ
ジ
オ
局
が
い
ち
早
く
地
域

情
報
を
届
け
て
く
れ
る
と
、

何
よ
り
も
安
心
と
い
う
こ
と

で
、
現
在
日
本
中
で
防
災
を

目
的
と
し
た
ラ
ジ
オ
局
が
た

く
さ
ん
で
き
て
い
ま
す
。

「
み
つ
ば
ち
ラ
ジ
オ
」
が

昨
年
十
二
月
に
開
局
し
た
第

一
の
目
的
は
市
民
の
命
の
安

全
を
守
る
た
め
の
情
報
を
い

ち
早
く
放
送
す
る
た
め
で
す
。

天
草
島
内
で
は
、
常
に
何

か
あ
っ
た
時
の
た
め
に
Ｆ
Ｍ

ラ
ジ
オ
を
聞
け
る
よ
う
に
セ
ッ

ト
し
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

押
入
れ
に
し
ま
っ
て
あ
る

ラ
ジ
オ
を
出
し
た
り
、
持
ち

運
び
に
便
利
な
携
帯
ラ
ジ
オ

を
準
備
し
た
り
、
ラ
ジ
オ
を

聴
き
な
が
ら
仕
事
が
で
き
る

場
合
は
、
ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ

チ
を
入
れ
て
お
く
と
安
心
で

す
。
も
ち
ろ
ん
自
動
車
の
運

転
時
に
も
、
常
に
「
み
つ
ば

ち
ラ
ジ
オ
」
が
聞
け
る
よ
う

に
し
て
お
く
と
安
心
で
す
。

平
時
は
楽
し
い
地
域
情
報
！

何
も
な
い
日
常
生
活
で
も
、

「
み
つ
ば
ち
ラ
ジ
オ
」
で
は

天
草
の
貴
重
な
地
域
情
報
や
、

娯
楽
番
組
、
心
が
癒
さ
れ
る

音
楽
な
ど
を
か
け
て
く
れ
ま

す
。ま

た
、
観
光
客
に
う
れ
し

い
天
草
の
と
っ
て
お
き
情
報

を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。

ラ
ジ
オ
は
、
テ
レ
ビ
や
新

聞
と
違
い
時
間
を
拘
束
さ
れ

ず
、
耳
を
傾
け
る
だ
け
で
有

益
な
情
報
が
入
っ
て
く
る
の

で
、
と
て
も
便
利
で
す
。

ま
た
、
天
草
の
人
同
士
の

交
流
を
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
行

う
こ
と
も
で
き
、
番
組
に
対

す
る
ご
意
見
や
ご
提
案
な
ど

も
受
け
付
け
て
く
れ
ま
す
の

で
、
大
い
に
「
み
つ
ば
ち
ラ

ジ
オ
」
活
用
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

災害時のメディア ラジオの役割が大

ＮＨＫ放送文化研究所情報

在京民放ラジオ8社（TBS R&C，文化放送，ニッポン

放送，ラジオ日本，TOKYO FM，J－WAVE，インターF

M，ラジオNIKKEI）は，2005年1月11日，新潟県中越

地震の被災者が各種メディアにどう接し，どう感じ

たかなど，災害時におけるメディアのあるべき姿を

検証する狙いで行った「災害とメディアに関する調

査」の結果を発表した。それによると，地震を体験

した後でラジオへの評価が高くなったと回答した人

が全体の73.0％（変化なしは25.6％）に達し，災害

時にラジオが重要なメディアであることが実証でき

たとしている。

調査結果では，まず，地震発生直後最初に情報を得

たメディアがラジオだった人は71.6％で，発生1週

間後には90％もの人がラジオを聴いていたことが明

らかになった。そして，地震発生前に32.7％だった

ラジオを全く聴かない人は発生1週間後には9.0％へ

激減し，一方，ラジオを毎日聴いている人は 36.0

％から71.6％へとほぼ倍増していた。また，被災者

が知りたい情報については，地震発生直後は震源地

や地震の規模，余震の可能性など自分の“いのちを

守る”ための情報や身内の安否などが中心だったが，

発生1週間後には余震の可能性が増加し，加えて電

気・水道・道路等のライフラインの状況や行政の対

応など，日常生活に必要な情報に変わったことも分

かった。

調査はビデオリサーチ社が担当，2004年12月18日に

新潟県長岡市などで調査員が被災者に面談し，災害

情報や安否情報，避難情報，ライフラインの情報等

の取得状況などについて211人から回答を得た。

※写真は、天草ケーブルネットワーク株式会社から提供
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自動車の場合、カーラジオ
のスイッチを入れる

農作業などしながら、携帯
ラジオのスイッチを入れる

ラジオにはAM局とFM局があ
るが、選局の時にFM局のス
イッチを入れる

※雑音が多いのがAM局、音がきれ

いなのがFM局で、みつばちラジオ

はFM局なので美しい音声で聞ける

Mhz

最後に周波数を８８.８Mhz
に合わせると、天草でみつ
ばちラジオが聞けます

※地域によっては電波の受信状態

が悪くて、聞きにくい場合もあり

ます。(現在天草市内75％程度は、

しっかりお聴きいただけます)

天
草
島
内
で
は
、
市
販
の
ラ
ジ
オ
や
、
自
動
車
で
「
み
つ
ば

ち
ラ
ジ
オ
」
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

災
害
時
の
緊
急
情
報
を
い
ち
早
く
、
正
確
に
聞
け
る
だ
け
で

な
く
、
平
時
は
天
草
の
有
益
な
地
域
情
報
や
楽
し
い
音
楽
な

ど
、
運
転
中
や
、
仕
事
中
で
も
、
①
ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ
チ
を

入
れ
、
②
Ｆ
Ｍ
を
選
局
し
、
③
周
波
数
を
８
８
．
８
Ｍ
ｈ
ｚ

に
合
わ
せ
る
だ
け
で
す
ぐ
に
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

←無料アプリダウン

ロードＱＲコード

【いつでもどこでもサイマルラジオ！】
熊本県天草市のコミュニティFM「みつばちラジオ」より、待望の公式アプ
リが登場！！
防災と地域情報交流および難聴エリア解消を目的としたこのアプリは、イ
ンターネットを利用して音声や文字放送を放送局より受信することができ
ます。
公式アプリならではの機能と役立つ情報がたくさん詰まった「みつばちラ
ジオ」をご利用ください。きっと手放せなくなります！
パソコン、タブレット、スマートフォンなど、インターネットに接続でき
る環境であれば、世界中で天草の「みつばちラジオ」をリアルタイムで聞
くことができます。

【花咲実の番組紹介】

のさる新聞の編集長花咲実が、みつばちラ

ジオのコーディネーターとして出演しています。

番組名は「幸せのカフェめいどサロン」で、幸

せをキーワードに、いろんなゲストと楽しいトー

クや、天草の伝統や文化、歴史に関するお話

や、幸せに暮らすためのヒントなど、バラエティー

豊かな番組を放送しています。

放送時間は、以下の通りですので、よろしかっ

たらお楽しみください。

【毎週 月曜日～金曜日】
午前５時～５時３０分
午後３時～３時３０分（再放送）

写真は、「みつばちラジオ」の名づけ親の家吉か

み理ちゃんとお友達ゆうた君のスナップ写真
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みつばちラジオの「幸せのカ

フェめいどサロン」でご紹介す

る毎朝の名言をメールマガジン

「幸せの種メール」で配信致し

ます。ご希望の方は、下記へ空

メールを送るだけですぐにでき

ます。

j+341@accessmail.jp

もしくは、下のＱＲコードか

らでも送信できます。

折り返し、呼ばれたいニック

ネームを尋ねますので、あなた

の好きな名前をお書き込み下さ

い。

※最初の登録時に、迷惑フィ

ルターで受信できないことがあ

りますので、その際は、「ikiga

i@amakusa39.net」 の受信許可

設定をして下さい。
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※第２回より１か月おきの１泊（温泉）の行程となります。
旅費25,000円２年間全12回で満願
■期 日： 平成30年4月2日(月)
■旅行費用： お試し価格！ ８，９８０円！(昼食付き)
■募集人員： 45名（最低催行人員30名）
■巡拝用品は事前にご購入いただけます。

左記コースは、2018年1月18日現在の時間にて作成しております。交通機関の都合により、
コース・料金の変更をする事があります。

【お楽しみのポイント】

①バスにてお寺の駐車場までご案内。

②比較的小さなお寺が多いので無理して歩くところが

ほとんどありません。

③お寺では本堂にあがりお参りいたします。

④ご住職の御説法も楽しみ。

⑤お茶や御菓子などのお接待も楽しみ。

⑥専用の納経帳もございます。（御朱印代１ヶ寺300円）

⑦２回目以降はお寺の地域の温泉宿にお泊りいただき

宴会をお楽しみいただきます。
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陰
陽

占
術

平
安
時
代
の
陰
陽
師

安
倍
晴
明
が
用
い
た
抜
群
の

お
ん
み
ょ
う
じ

あ
べ
の
せ
い
め
い

的
中
率
を
誇
る
陰
陽
占
術
を
用
い
て
、
本
年
春
の

干
支
の
運
勢
を
占
い
ま
し
た

巳（み） 辰（たつ） 卯（う） 寅（とら） 丑（うし） 子（ね）

進
退
に
窮
し
、
災
難
に
遭
う
と
き
で
、
経
済

的
に
も
苦
し
い
。
警
察
関
係
、
法
律
問
題
が

起
き
が
ち
で
あ
る
。
人
の
間
に
は
さ
ま
り
、

気
苦
労
が
絶
え
な
い
。
家
庭
や
職
場
で
、
二

派
に
分
か
れ
て
争
う
。
災
難
を
避
け
る
た
め

に
神
仏
、
祖
先
を
敬
う
と
吉
と
な
る
。

次
第
に
事
が
運
ぶ
と
き
で
、
順
序
を
も
っ
て

着
実
に
す
す
む
と
よ
い
。
金
銭
の
出
費
が
多

く
、
資
金
は
不
足
が
ち
。
異
性
と
の
交
遊
で

問
題
が
起
き
る
。

出
張
や
旅
行
が
多
い
。

目
的
は
次
第
に
達
成
で
き
て
い
る
。
小
さ
い

事
を
積
み
重
ね
て
大
き
く
す
る
と
よ
い
。

口
は
災
い
の
も
と
、
不
注
意
な
言
葉
か
ら
失

敗
を
招
く
こ
と
が
多
い
。
争
い
ご
と
が
多
く
、

和
合
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
友
人
の
助

け
を
借
り
る
と
よ
い
。
金
は
困
ら
な
い
程
度

に
入
っ
て
く
る
。
料
理
・
宴
会
に
関
係
す
る

こ
と
が
多
い
。
共
同
事
業
に
よ
い
。

現
在
は
和
気
あ
い
あ
い
で
あ
る
が
後
半
か
ら

乱
れ
る
。
現
状
維
持
に
つ
と
め
る
が
よ
い
。

内
部
か
ら
乱
れ
る
か
ら
要
注
意
。
表
面
は
よ

さ
そ
う
に
見
え
る
が
心
の
中
に
苦
労
が
あ
る
。

男
女
の
情
愛
通
じ
家
庭
生
活
は
平
和
。

明
日
の
進
出
に
備
え
て
実
力
を
蓄
え
る
と
き
。

性
急
に
事
を
運
べ
ば
失
敗
に
終
わ
る
。
新
規

事
業
よ
り
従
来
か
ら
の
事
を
更
に
大
き
く
す

る
よ
う
に
続
け
た
ほ
う
が
よ
い
。
小
を
積
ん

で
大
を
な
す
よ
う
に
す
る
。
貯
蓄
・
勉
強

は
大
い
に
成
果
を
あ
げ
る
。

争
い
や
対
立
に
注
意
。

相
手
と
意
見
が
合
わ
ず
、
目
上
と
も
不
和
の

時
で
、
他
人
か
ら
非
難
さ
れ
、
苦
労
が
絶
え

な
い
。
意
固
地
に
自
分
の
正
し
さ
を
通
さ
ず
、

相
手
の
立
場
に
な
っ
て
相
手
を
立
て
る
の
が

る
が
肝
要
。
調
和
を
心
が
け
る
と
吉
。

亥（い） 戌（いぬ） 酉（とり） 申（さる）未（ひつじ） 午（うま）

虎
の
尾
を
踏
む
よ
う
な
危
険
が
あ
る
。
始
め

は
驚
く
が
、
後
に
喜
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
よ

い
。
落
と
し
穴
が
あ
る
が
脱
出
で
き
る
。
不

安
定
な
時
な
の
で
、
け
じ
め
を
正
し
く
し
た

ほ
う
が
よ
い
。
先
輩
や
有
識
者
の
意
見
を
参

考
に
す
る
と
よ
い
結
果
が
得
ら
れ
る
。

太
陽
が
没
し
て
闇
夜
と
な
っ
た
よ
う
に
全
く

見
通
し
が
き
か
な
い
。
人
か
ら
だ
ま
さ
れ
傷

つ
け
ら
れ
る
。
時
を
得
て
い
な
い
の
で
、
大

事
な
計
画
は
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
偶
発
的

な
こ
と
が
起
こ
り
や
す
く
、
嫉
妬
や
中
傷
で

腹
立
つ
こ
と
が
多
い
。
我
慢
の
時
。

変
化
に
富
む
時
な
の
で
、
臨
機
応
変
、
事
に

処
す
る
と
吉
。
実
力
が
あ
っ
て
も
、
他
人
に

溶
け
込
ん
で
い
っ
た
ほ
う
が
無
難
で
あ
る
。

悪
友
も
多
く
、
脱
線
し
な
い
よ
う
に
用
心
し

た
い
。
義
理
が
で
き
て
、
や
む
を
得
ず
従
う

と
い
う
破
目
に
陥
る
こ
と
が
多
い
。

内
部
で
不
和
反
目
し
、
意
見
が
合
わ
な
い
。

人
の
心
も
変
わ
り
や
す
い
。
大
事
は
よ
く
な

い
が
小
事
は
よ
い
。
嫁
と
姑
と
い
う
よ
う
に
、

二
人
の
女
性
が
反
目
す
る
。
色
難
に
注
意
。

散
財
す
る
こ
と
が
多
い
。
自
分
の
意
に
反
す

る
こ
と
が
多
い
。
親
、
先
祖
を
敬
う
と
吉
。

雨
雲
は
垂
れ
こ
め
て
い
る
が
雨
は
ま
だ
降
ら

ず
。
待
ち
遠
し
い
が
恵
み
の
雨
は
必
ず
降
る
。

時
間
的
に
は
必
ず
来
る
。
初
め
は
調
わ
な
く

て
も
、
忍
耐
す
れ
ば
必
ず
調
う
。
「
果
報
は

寝
て
待
て
」
「
急
が
ば
回
れ
」
飲
食
会
食
を

楽
し
む
旬
で
も
あ
る
。

万
事
消
極
的
に
行
動
す
る
と
き
で
、
旧
を
守

り
、
人
の
意
見
に
従
っ
た
方
が
よ
い
。
出
す

ぎ
る
と
失
敗
す
る
。
他
人
の
世
話
や
苦
労
も

多
い
。
地
味
に
コ
ツ
コ
ツ
と
や
れ
ば
成
果
が

あ
が
る
。
人
と
協
力
し
て
や
る
と
う
ま
く
い

く
。
主
と
な
る
よ
り
女
房
役
が
吉
。

誰
し
も
人
に
は
言
え
な
い
悩
み
が
一
つ

や
二
つ
は
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ご
相
談
の
中
で
、
特
に
皆
様
の

ご
参
考
に
も
な
る
ケ
ー
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

家庭、高齢者、子育

て、いじめ、仕事、金

銭、縁談、人間関係、

病気、障がい、孤独、

心の病等人には言えな

い悩み相談に応じます。

また、ご相談だけで

なく、行政関係部署や

社会福祉協議会、その他諸々の機関と連携

して、適切な仕組みや制度を活用して、専

門家による問題の解決のお世話取りも致し

ます。

さらに、持病や病苦に悩む方のためにお

金をかけずに自然治癒力を高める健康法を

ご紹介したり、人間関係の改善の仕方の助

言、生きがい探しのお手伝い等、自分らし

く幸せに暮らすためのご相談にも応じます。

あなたや身の回りで苦しんでいる方がい

たら、無闇に悩み続けず、どうぞ今すぐご

相談ください。

※守秘義務を厳守致しますので、安心して

ご相談下さい。

ᖩˎ˓ʠݹ

ᆸ ៦ 

【お問合せ】天 草 よ ろ ず 相 談 所
【住所】天草市本渡町本戸馬場1561-1
【電話】(０９６９）２３・０１７１
【直通】０８０・５２１４・１５６１（山口）

【
摂
食
障
害
の
ケ
ー
ス
】

若
い
頃
に
太
っ
て
い
る
の
を
バ
カ
に

さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
拒
食
症
に
な
り
ま

し
た
。

病
院
に
通
っ
て
一
時
的
に
治
っ
た
の

で
す
が
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
を
ま
ぎ
ら

わ
せ
る
た
め
に
今
度
は
過
食
症
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

必
要
以
上
に
食
べ
て
は
吐
く
の
が
癖

に
な
り
、
そ
ん
な
自
分
が
嫌
で
た
ま
り

ま
せ
ん
が
、
自
分
で
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

こ
ん
な
生
活
を
十
年
以
上
続
け
て
い

ま
す
が
、
精
神
科
か
ら
安
定
剤
と
胃
腸

薬
等
を
頂
い
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
た

ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？

摂
食
障
害
が
回
復
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
自
己
卑
下
の
感
情

を
改
め
る
こ
と
で
す
。

自
分
で
自
分
を
軽
蔑
す
る
気

持
ち
が
奥
底
に
あ
る
か
ら
、
自

分
が
嫌
で
自
分
で
自
分
を
い
じ

め
る
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
と
し

て
い
る
の
で
す
。

あ
な
た
の
身
体
は
と
て
も
尊

い
も
の
で
す
。
世
の
中
に
は
、

尿
が
出
ず
に
腎
臓
透
析
で
二
日

に
一
度
病
院
に
通
っ
て
い
る
人

や
、
糖
尿
病
で
食
事
制
限
を
し

て
毎
食
イ
ン
ス
リ
ン
注
射
で
血

糖
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
暮

ら
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

そ
れ
を
思
え
ば
、
一
生
懸
命

消
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
胃
腸

に
日
頃
か
ら
感
謝
す
る
こ
と
で

す
。
感
謝
す
る
と
暴
飲
暴
食
の

気
持
ち
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。

生
活
環
境
も
大
切
な
要
因
で

す
。
摂
食
障
害
の
人
は
、
生
活

の
リ
ズ
ム
が
不
規
則
で
、
バ
ラ

ン
ス
を
崩
し
や
す
い
の
で
、
夜

は
寝
る
前
に
身
体
を
ゆ
っ
く
り

と
お
風
呂
で
温
め
て
、
早
寝
早

起
き
を
習
慣
に
す
る
こ
と
で
す
。

昔
か
ら
「
胃
腸
が
悪
い
人
は

明
け
の
明
星
を
拝
む
と
治
る
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
爽
や
か

な
朝
起
き
は
健
康
の
元
で
す
。

６頁「熟女の脳トレ」の答え…【問一】献血 【問二】チョコ


