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十
四
年
前
に
抱
い
た
心
配

私
は
十
四
年
前
、
定
年
退
職

後
、
天
草
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

北
九
州
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た

が
、
天
草
に
帰
っ
て
き
て
、
何

か
し
ら
大
き
な
文
化
の
違
い
を

感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
「
こ
の
ま
ま
で
天

草
は
大
丈
夫
な
ん
だ
ろ
う
か
？
」

と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
不
安
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

定
年
後
、
ゆ
っ
た
り
暮
ら
す

気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

こ
れ
か
ら
先
の
天
草
の
少
子
高

齢
化
、
地
域
の
将
来
の
姿
を
思

う
と
き
、
私
も
何
か
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
は
と
、
強
く

感
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
行
政
や
様
々
な
団

体
が
主
催
す
る
地
域
の
行
事
、

活
動
に
、
妻
と
一
緒
に
積
極
的

に
参
加
し
、
天
草
の
こ
と
を
も
っ

と
知
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

見
え
て
き
た
課
題

そ
の
う
ち
、
私
の
漠
然
と
し

た
不
安
が
何
か
分
か
り
だ
し
て

き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
都
会(

？)

で
は
、

地
域
の
課
題
・
問
題
は
住
民
が

自
分
た
ち
で
考
え
、
行
動
し
て

解
決
を
し
よ
う
と
し
ま
す
。
し

か
し
、
当
時
の
天
草
で
は
、
行

政
が
何
か
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ

て
い
る
感
じ
が
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
行
政
も
含
め
天
草
の
島

民
性(

？)

だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

予
想
さ
れ
る
天
草
の
将
来
を
思

う
と
自
分
た
ち
が
主
体
的
に
考

え
て
、
行
動
し
な
い
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

牛
の
首
区
長
に
な
っ
て

八
年
前
に
区
長
の
お
話
が
あ

り
、
天
草
で
地
域
の
た
く
さ
ん

の
方
々
に
育
て
て
い
た
だ
い
た

お
返
し
を
し
な
け
れ
ば
と
思
い
、

快
く
お
受
け
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
心
が
け
た
こ
と
は
、

行
政
と
住
民
と
の
間
に
立
っ
て
、

お
互
い
が
う
ま
く
行
く
関
係
を

つ
く
る
こ
と
で
し
た
。

住
民
に
は
、
住
民
の
役
割
が

あ
り
、
行
政
に
は
、
行
政
の
役

割
が
あ
り
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
自
分
の
こ
と

は
自
分
で
や
る
。

し
か
し
、
自
分
で
出
来
な
い
こ

と
は
、
地
域
の
住
民
が
お
互
い

に
助
け
合
う
。

そ
れ
で
も
出
来
な
い
こ
と
は
、

行
政
に
相
談
し
て
支
援
し
て
も

ら
う
。

い
わ
ゆ
る
、
自
助
・
共
助
・

公
助
の
役
割
分
担
で
す
。

ち
ょ
う
ど
東
日
本
大
震
災
が

起
こ
っ
た
と
き
で
、
牛
の
首
区

の
み
な
さ
ん
に
呼
び
か
け
て
、

天
草
で
初
め
て
区
民
全
体
に
よ

る
津
波
の
防
災
訓
練
を
行
い
ま

し
た
。

行
政
や
消
防
、
社
会
福
祉
協

議
会
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
そ
の
活
動
を
通
し

て
、
区
民
の
み
な
さ
ん
は
、
自

分
た
ち
の
命
は
自
分
た
ち
で
守

る
と
い
う
意
識
が
と
て
も
強
く

な
り
ま
し
た
。

み
ん
な
で
助
け
合
う
天
草

私
が
思
う
天
草
の
理
想
の
姿

は
、
み
ん
な
が
笑
顔
で
活
き
活

き
と
お
互
い
に
協
力
し
合
っ
て

暮
ら
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

あ
な
た
任
せ
で
は
な
く
、
住

民
が
自
分
の
頭
で
考
え
、
行
動

し
な
が
ら
お
互
い
に
協
力
し
合
っ

て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
で

き
る
と
い
い
で
す
ね
。

天
草
中
の
人
た
ち
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
を
尊
重
し
て
、
み

ん
な
が
力
を
出
し
合
え
ば
、
ど

ん
な
深
刻
な
問
題
で
も
必
ず
良

い
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

私
は
、
サ
ム
エ
ル
・
ウ
ル
マ

ン
の
「
青
春
の
詩
」
が
大
好
き

で
す
。

「
青
春
と
は
人
生
の
あ
る
期
間

を
い
う
の
で
は
な
く
、
心
の
様

相
を
い
う
の
だ
。
」

こ
れ
か
ら
も
天
草
の
た
め
に
、

多
く
の
人
と
の
出
会
い
を
大
切

に
し
、
自
ら
も
楽
し
み
な
が
ら

活
動
が
で
き
れ
ば
い
い
な
と
強

く
思
っ
て
い
ま
す
。
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北
九
州
市
で
長
年
暮
ら
し
て
い
た
金
澤
裕
巌
さ
ん
が

十
四
年
前
に
天
草
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
思
っ
た
こ
と

そ
し
て
こ
れ
か
ら
天
草
が
幸
せ
の
宝
島
に
な
る
に
は

何
が
大
切
か
を
語
っ
て
頂
き
ま
し
た

ＱＲコード登録

「幸せの種メール」の配信を希望する方は、

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、右の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、「ikigai@amakusa39.net」

の受信許可設定をして下さい。

人
間
、
好
き
な
道
に
よ
っ
て

世
界
を
切
り
拓
い
て
い
く

坂
本

竜
馬

(

明
治
維
新
の
志
士
）

社会教育家の山口誠治氏が、６年間にわた

り毎朝配信してきた世界中の名言集「幸せ

の種メール」より、心がみるみる若返る名

言と解説を１冊の小冊子にまとめました。

ご希望の方には、無料（送料不要）で差し

上げますので、下記へ、住所・氏名・年齢・

電話番号を明記してＦＡＸして下さい。

社会教育家

山口誠治氏

金澤 裕巌 さん(74歳）天草市丸尾町在住・天草が本年日本ジオパーク認定を
カナザワ　ヒロヨシ

受ける立役者の一人として尽力する。様々な分野に精通し、中でも天草の文化と歴

史の研究をしながら、天草宝島案内人の会のボランティアガイドとして、人と人と

がふれあう場を作ることが生きがい。天草八十八ヶ所霊場巡りの先達の一人。

心
配
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
を
、
く
よ

く
よ
思
い
悩
む
と
、
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
り
、
心
と
体

に
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

そ
れ
よ
り
、
案
じ
る
（
汁
）
よ
り
団
子
汁
で
も
食

べ
て
元
気
に
な
ろ
う
！
と
言
う
、
い
か
に
も
天
草
人

ら
し
い
大
ら
か
な
考
え
方
を
表
し
た
こ
と
わ
ざ
で
す
。

鶴
田
功
編
纂
『
天
草
俚
諺
集
』
参
照
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鈴
木
重
成
公
が
天
草
へ
代
官
と
し
て
赴
任
し
た
の
が
一
六

四
一
年
～
一
六
五
三
の
十
二
年
間
で
し
た
。

当
時
、
全
国
的
に
四
国
遍
路
が
盛
ん
に
な
り
、
一
六
八
七

年
に
僧
侶
・
真
念
に
よ
っ
て
『
四
国
遍
路
道
指
南
』
と
い
う

史
上
初
の
お
遍
路
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

鈴
木
重
成
公
は
、
天
草
全
島
を
一
つ
の
町
（
富
岡
町
）
と

八
十
七
の
村
を
合
わ
せ
て
、
八
十
八
ヶ
所
に
区
分
し
て
統
治

し
ま
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
天
草
が
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
を
迎
え
る
ま

で
の
約
五
百
年
間
は
、
天
草
中
に
真
言
宗
と
天
台
宗
の
お
寺

が
た
く
さ
ん
あ
り
、
特
に
真
言
宗
の
弘
法
大
師
の
お
祭
り

「
お
大
師
様
」
が
民
間
信
仰
と
し
て
、
天
草
全
島
で
絶
え
る

こ
と
な
く
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

鈴
木
重
成
公

は
、
天
草
の
復

興
を
願
い
な
が

ら
、
天
領
・
天

草
を
八
十
八
ヶ

町
村
に
分
け
て

統
治
し
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
三
百

六
十
余
年
経
ち
、

平
成
二
十
六
年

に
そ
の
天
領
八

十
八
ヶ
所
を
巡

る
お
遍
路
が
復

興
致
し
ま
し
た
。

田
口
宮
司
の

幸
せ
っ
て
何
で
す
か
？

私
の
幸
せ
で
す
か
…

い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
る
と
、
私
は
、
何
か

美
し
い
も
の
を
見
た
時
に
、
と
て
も
幸
せ
を

感
じ
ま
す
ね
。

例
え
ば
、
地
域
の
人
た
ち
が
心
を
一
つ
に

し
て
神
社
の
森
の
手
入
れ
を
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。

す
る
と
、
み
ん
な
が
協
力
し
て
美
し
く
な
っ

た
森
と
、
汗
を
流
し
て
奉
仕
を
し
た
人
た
ち

の
す
が
す
が
し
い
笑
顔
を
見
る
と
、
と
て
も

美
し
い
と
感
じ
ま
す
。

別
の
話
で
す
が
、
あ
る
大
き
な
研
修
会
に

泊
り
が
け
で
参
加
し
た
時
、
素
晴
ら
し
い
テ
ー

マ
の
研
修
だ
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
受
講

し
て
み
る
と
、
何
だ
か
看
板
の
割
に
は
中
身

が
無
く
て
、
正
直
が
っ
か
り
ま
し
た
。

残
念
の
気
持
ち
を
持
ち
な
が
ら
、
翌
朝
、

朝
食
の
時
の
こ
と
で
し
た
。

私
の
近
く
で
朝
食
を
食
べ
て
い
た
一
人
の

背
の
高
い
二
十
代
の
青
年
が
い
ま
し
た
。

そ
の
青
年
が
食
事
を
食
べ
る
時
の
姿
勢
が

が
と
て
も
き
れ
い
な
ん
で
す
。

本
当
に
食
事
を
味
わ
っ
て
食
べ
て
い
る
と

い
う
感
じ
で
し
た
。

そ
し
て
、
最
後
に
食
事
を
終
え
た
時
、
箸

を
置
い
て
、
ス
ー
ッ
と
合
掌
を
し
て
深
々
と

前
か
が
み
に
な
り
、
大
き
な
は
っ
き
り
と
し

た
声
で

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
。
」

と
、
言
い
ま
し
た
。

私
は
、
前
日
の
期
待
外
れ
の
講
演
会
の
ス

ト
レ
ス
が
、
そ
の
青
年
の
所
作
と
心
の
美
し

さ
に
、
と
て
も
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
持
ち
に

な
り
ま
し
た
。

態
度
の
美
し
さ
は
、
日
頃
か
ら
積
み
重
ね

ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
青
年
の
日
頃
の
生
き

方
に
感
じ
入
り
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
に
美
し
い
態
度
の
人
は
角
界
に

二
人
い
て
、
昔
の
大
関
・
栃
光
と
、
今
の
豊

真
将
で
す
ね
。

相
撲
で
負
け
た
時
、
往
々
に
し
て
負
け
た

方
は
、
悔
く
、
残
念
そ
う
な
顔
を
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
二
人
は
、
最
後
ま
で
、
き
ち
っ

と
し
た
態
度
で
、
相
手
に
敬
意
を
表
し
深
々

と
頭
を
下
げ
て
退
場
す
る
ん
で
す
。

そ
の
態
度
の
美
し
さ
こ
そ
、
日
本
人
だ
と

思
い
ま
す
。

鈴
木
重
成
・

正
三
公
の

民
の
幸
せ
っ
て
何
で
す
か
？

こ
の
神
社
に
は
、
天
草
の
乱
後
、
天
領

と
な
っ
た
時
の
初
代
代
官
の
鈴
木
重
成

公
と
、
人
心
の
荒
廃
の
復
興
に
尽
力
し

た
兄
の
正
三
公
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
お
二
人
が
、
日
本
の
歴
史
を
変

え
る
天
草
島
原
の
乱
後
、
民
の
幸
せ
を

願
っ
て
腐
心
さ
れ
ま
し
た
。

代
官
で
あ
る
重
成
公
は
、
乱
後
の
復

興
が
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
民
の
暮
ら
し

が
安
定
し
て
、
子
ど
も
が
増
え
、
仕
事

で
生
産
力
が
高
ま
り
、
島
を
興
す
こ
と

が
、
責
務
だ
っ
た
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
検
地
を
し
て
入
念
に
調
べ

た
結
果
、
こ
の
ま
ま
の
石
高
で
は
島
民

は
生
き
て
行
け
な
く
な
り
、
再
び
乱
が

起
こ
り
か
ね
な
い
と
思
い
、
幕
府
に
石

高
半
減
の
嘆
願
を
行
っ
て
い
ま
す
。

幕
府
側
の
代
官
が
、
民
の
た
め
に
石

高
半
減
を
訴
え
る
こ
と
は
異
例
な
出
来

事
で
し
た
。
鈴
木
重
成
公
は
、
物
質
的

な
面
か
ら
、
民
の
幸
せ
を
創
ろ
う
と
し

た
の
で
す
。

一
方
、
重
成
公
の
実
兄
で
あ
り
、
僧

侶
の
正
三
公
は
、
民
の
心
を
救
う
た
め

に
ご
苦
労
さ
れ
ま
し
た
。

自
ら
は
「
自
分
の
仕
事
に
打
ち
込
ん

で
、
人
の
役
に
立
つ
こ
と
は
、
佛
の
道

に
叶
う
こ
と
だ
」
と
い
う
「
万
民
徳
用
」

の
信
念
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
世
の
中
は
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ

支
え
合
い
の
社
会
で
、
そ
の
中
で
自
分

の
役
割
を
自
覚
し
て
、
そ
の
仕
事
に
精

一
杯
打
ち
込
む
こ
と
で
、
人
も
喜
び
、

自
分
の
値
打
ち
も
高
ま
り
ま
す
。

現
代
で
言
う
自
己
実
現
と
同
じ
で
、

社
会
貢
献
の
中
に
見
出
す
自
ら
の
値
打

ち
を
、
日
々
精
進
し
て
高
め
る
こ
と
こ

そ
が
幸
せ
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
世
の
中
の
姿
こ
そ
、
今
も
昔

も
変
わ
ら
な
い
幸
せ
な
世
の
中
の
あ
り

様
で
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
し
た
の
が
、

鈴
木
神
社
本
殿
の
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た

額
に
書
か
れ
て
い
る
「
和
楽
」
と
い
う

筆
字
に
込
め
ら
れ
て
る
と
思
い
ま
す
。

・

天
草
島
原
の
乱
後
に
島
民
の

荒
廃
し
た
心
の

復
興
に
腐
心
し
た
鈴
木
重
成
と
、
兄
の
正
三

公
が
目
指
し
た
民
の
幸
せ
は
、
神
社
本
殿
正
面

の
額
「

和
楽
」
の
筆
字
に
込
め
ら
れ
て
い
る

360余年の歴史を有す

る鈴木神社には、重成

公、正三公、重辰公の

三公が祀られている

田口孝雄 宮司（社務所にて）

鈴木三公像（天草信用金庫本店）

『
四
民
日
用
』
鈴
木
正
三
著

（
一
六
四
九
年
）
刊

「武士日用」、「農人日用」、「職

人日用」、「商人日用」の四章から

なる。士農工商の四民がそれぞれの

職業倫理に従うことで仏道を実現す

ることができる「万民徳用」を説き、

現代経営学の労働観にも通じる啓発

書として世界的に耳目を集める名著。
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私
は
、
三
角
町
で
仏
具
店
を
営
ん
で
い
ま
す

が
、
二
年
前
に
主
人
が
亡
く
な
り
、
そ
れ
か
ら

四
国
や
九
州
の
お
遍
路
に
癒
し
を
求
め
て
参
加

し
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
天
領
時
代
の
天
草
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
が
あ
る
こ

と
を
知
り
、
参
加
し
は
じ
め
ま
し
た
。

今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
天
草
の
素
晴
ら
し
い
地
域
を
い
っ
ぱ
い
巡

り
、
他
の
お
遍
路
と
違
い
、
天
草
は
感
謝
し
て
巡
る
た
め
、
参
加
者

も
巡
る
う
ち
に
、
お
互
い
に
感
謝
し
合
い
、
心
が
豊
か
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
世
話
取
り
を
す
る
先
達
さ
ん
た
ち
が
と
て
も
親
切
で
、
本
当

に
感
謝
と
感
動
の
お
遍
路
で
す
。

こ
の
度
、
新
天
草
八
十
八
カ
所
霊
場
巡
り
に

参
加
で
き
た
ご
縁
と
お
世
話
頂
き
ま
す
先
達
さ

ん
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

天
草
で
最
も
古
い
真
言
宗
寺
院
は
染
岳
観
音

院
で
平
安
時
代
の
天
慶
４
年
（
９
４
１
）
弘
法
大
師
の
法
孫
妙
覚
法

印
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

祖
母
の
弟
に
当
た
る
叔
父
は
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
染
岳

観
音
院
（
現
在
は
曹
洞
宗
）
の
住
職
で
し
た
が
、
熱
心
な
弘
法
大
師

信
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。

我
が
家
に
も
弘
法
大
師
像
が
祀
ら
れ
、
遍
路
の
装
束
や
杖
、
法
具

な
ど
が
残
っ
て
お
り
、
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
に
、
祖
母
が
高
野
山
の

ご
詠
歌
を
唱
え
て
い
た
こ
と
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

「
天
草
は
感
謝
の
遍
路
」
と
銘
打
っ
て
、
天
草
独
特
の
仏
性
の
発

揚
を
説
い
て
お
ら
れ
、
本
年
は
、
奇
し
く
も
四
国
八
十
八
カ
所
霊
場

開
創
千
二
百
年
の
記
念
の
年
に
あ
た
り
、
深
い
因
縁
を
感
じ
た
の
は

私
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

古
稀
を
過
ぎ
日
々
十
善
戒
の
教
え
を
守
り
な
が
ら
八
十
八
カ
所
の

結
願
ま
で
〔
感
謝
の
遍
路
〕
を
続
け
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す

本
年
五
月
十
日
に
は
じ
ま
っ
た
天
領
時
代
の
八
十
八
ヶ
所
巡
り
を

す
る
お
遍
路
さ
ん
が
、
だ
ん
だ
ん
増
え
て
い
ま
す

天
草
遍
路
の
特
徴
と
魅
力
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た

お遍路に興味があるけど、何も知らないし、ど

うしたらよいか分からないという人のために、

天草八十八ヶ所霊場の主な札所を１日で巡るお

遍路体験コースがあります。

５人以上の揃ったら、いつでも体験コースに参

加できますので、輝堂にてお申し込み下さい。

【お問合せ】輝 堂 天草市中央新町17-6 ℡/Fax 0969-22-911
かがやきどう

野口律子さん

鶴田功さん

１
、
天
草
全
島
巡
り

天
草
に
住
み
な
が
ら
知
ら
な
い
所
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
天
草
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡

り
は
、
江
戸
時
代
に
鈴
木
重
成
公
が
天
領
と

な
っ
た
天
草
を
八
十
八
ケ
町
村
に
分
け
て
全

島
を
統
治
し
た
、
そ
の
全
地
域
を
巡
り
ま
す
。

例
え
ば
、
大
矢
野
島
、
上
島
、
下
島
の
他

に
、
維
和
島
、
湯
島
、
中
之
島
、
樋
島
、
御

所
浦
島
、
通
詞
島
、
天
附
島
等
、
全
部
で
十

の
島
を
巡
り
、
さ
ら
に
老
岳
、
染
岳
、
倉
岳
、

半
河
内
、
福
連
木
、
碇
石
等
、
深
い
山
の
中

を
、
中
に
は
、
千
年
以
上
前
か
ら
続
く
民
間

信
仰
の
霊
場
も
巡
る
た
め
、
天
草
の
深
い
歴

史
と
自
然
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
、
海
路
の
巡
拝

四
国
や
九
州
の
お
遍
路
と
天
草
の
お
遍
路

の
最
も
大
き
な
違
い
の
一
つ
は
、
海
路
の
巡

拝
が
あ
る
こ
と
で
、
湯
島
と
御
所
浦
島
の
霊

場
へ
は
、
船
に
乗
っ
て
巡
拝
し
ま
す
。

湯
島
と
言
え
ば
、
江
戸
時
代
に
天
草
四
郎

が
乱
の
前
に
談
合
を
し
た
島
と
し
て
有
名
で
、

通
称
「
談
合
島
」
と
も
呼
び
ま
す
が
、
六
十

代
～
七
十
代
の
地
元
天
草
の
巡
拝
者
で
も
、

生
ま
れ
て
は
じ
め
て
湯
島
を
訪
れ
る
人
も
多

く
、
感
激
も
一
入
で
す
。

ま
た
、
化
石
で
有
名
な
御
所
浦
島
で
も
、

新
鮮
な
魚
や
干
物
を
た
く
さ
ん
お
土
産
に
買
っ

て
帰
る
人
も
い
ま
す
。

３
、
感
謝
の
お
遍
路
が
日
本
を
救
う

悲
し
い
話
で
す
が
、
日
本
で
は
年
間
三
万

人
以
上
の
人
が
自
ら
命
を
絶
っ
て
い
ま
す
。

多
く
の
人
は
心
を
病
ん
で
、
生
き
る
喜
び

も
知
ら
ず
に
、
苦
し
く
て
孤
独
な
人
生
を
送

り
、
最
後
に
耐
え
き
れ
な
く
て
死
を
選
ぶ
の

で
す
。

そ
う
な
る
前
に
自
分
探
し
の
旅
に
、
四
国

の
お
遍
路
に
行
く
若
者
が
最
近
増
え
て
い
ま

す
が
、
四
国
の
お
遍
路
は
、
お
願
い
を
す
る

遍
路
で
、
自
分
の
望
み
を
仏
様
に
八
十
八
回

お
願
い
し
て
巡
り
ま
す
。

し
か
し
、
心
の
豊
か
さ
を
養
う
に
は
、
お

願
い
よ
り
も
感
謝
を
す
る
方
が
大
切
で
す
。

天
草
の
お
遍
路
は
、
別
名
「
感
謝
の
遍
路
」

と
も
言
い
、
今
ま
で
生
か
さ
れ
て
き
た
命
に

感
謝
し
、
自
然
に
感
謝
し
、
先
祖
に
感
謝
し
、

父
母
に
感
謝
し
、
人
様
に
感
謝
し
て
八
十
八
ヶ

所
霊
場
を
巡
る
感
謝
行
の
お
遍
路
で
す
。

心
が
病
む
人
に
は
、
感
謝
の
心
が
消
え
て

い
ま
す
。
感
謝
の
心
が
あ
れ
ば
、
心
に
喜
び

が
湧
き
、
生
き
る
力
が
湧
い
て
き
ま
す
。

天
草
八
十
八
ヶ
所
霊
場
の
感
謝
の
お
遍
路

は
、
物
の
豊
か
さ
だ
け
で
は
決
し
て
満
た
さ

れ
な
い
心
の
豊
か
さ
を
養
い
、
人
の
幸
せ
を

実
現
す
る
究
極
の
お
遍
路
で
す
。

身なりを整えれば、

心も整います。

お遍路用品は、輝堂

でお求めください。

小ヶ倉の滝行

全国的にも珍しい海路の巡拝（御所浦の霊場）
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ブ
ー
タ
ン
王
国
は
世
界
で
最
も
新
し
い
民
主

国
家
で
す
。
民
主
主
義
に
基
づ
く
君
主
制
度

は
着
実
に
根
を
降
ろ
し
て
い
ま
す
。

昨
年
ブ
ー
タ
ン
王
国
で
新
憲
法
の
実
践
と

し
て
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
前
回
の
選
挙
で
は
２
議
席
し
か
確
保
で

き
な
か
っ
た
野
党
が
健
勝
し
て
与
党
に
な
り
、

新
政
権
が
誕
生
し
ま
し
た
。
選
挙
は
極
め
て

平
和
裏
に
遂
行
さ
れ
、
政
権
交
代
も
ス
ム
ー

ズ
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
政
治
家
達
、

特
に
新
旧
の
首
相
の
見
識
の
高
さ
と
、
国
家

の
中
心
に
国
民
が
敬
愛
す
る
王
室
が
柱
と
し

て
存
在
し
、
民
族
の
団
結
の
よ
り
処
が
し
っ

か
り
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ブ
ー
タ
ン
の
新
首
相
が
日
本
国
政
府

の
招
待
で
今
年
の
６
月
下
旬
か
ら
数
日
間
、

日
本
を
公
式
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。

ツ
ェ
リ
ン
・
ト
プ
ゲ
イ
新
首
相
は
日
本
国

政
府
と
国
民
に
対
し
「
長
年
に
渡
る
日
本
政

府
の
寛
大
な
技
術
協
力
、
農
業
支
援
等
の
お

陰
で
今
日
の
ブ
ー
タ
ン
の
発
展
が
あ
る
。
ま

た
２
０
１
１
年
に
は
国
王
、
王
妃
両
陛
下
を

温
か
く
迎
え
て
下
さ
っ
た
。
日
本
の
皇
室
、

政
府
、
国
民
に
、
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
と
国

民
に
代
わ
っ
て
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
た

い
。
」
と
、
色
々
な
と
こ
ろ
で
感
謝
の
意
を

表
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

首
相
は
新
政
権
の
政
策
に
つ
い
て
も
熱
心

に
説
明
さ
れ
、
日
本
の
包
括
的
な
協
力
を
訴

え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
要
点
だ
け
を
ご

紹
介
し
、
今
、
小
国
ブ
ー
タ
ン
が
何
を
目
指

し
、
何
を
求
め
て
い
る
か
を
理
解
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

一
、
政
権
が
変
わ
っ
て
も
「
Ｇ
Ｎ
Ｈ
（
国

民
総
幸
福
度
）
」
の
基
本
理
念
に
基
づ
く
国

づ
く
り
の
基
本
政
策
は
不
変
で
あ
り
、
政
府

の
究
極
の
目
的
は
、
全
て
の
国
民
が
均
等
に

幸
せ
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。

二
、
具
体
的
な
政
策
と
し
て
、
食
料
の
時

給
自
足
を
目
指
し
、
自
然
環
境
を
保
全
し
な

が
ら
農
業
の
近
代
化
を
図
る
。
そ
の
た
め
に
、

各
県
の
村
に
耕
運
機
等
を
導
入
し
、
若
者
が

農
業
を
継
承
で
き
る
環
境
を
整
え
る
。

三
、
ブ
ー
タ
ン
の
豊
富
な
水
資
源
を
活
用

し
水
力
発
電
に
力
を
入
れ
、
石
油
な
ど
の
高

額
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
輸
入
を
削
減
す
る
。
ま
た

綺
麗
な
空
気
を
保
つ
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
車-

一

般
の
車
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、
オ
ー
ト
バ
イ
、
自

転
車-

を
電
動
化
し
、
世
界
初
の
排
気
ガ
ス
非

排
出
国
を
目
指
す
。

四
、
ブ
ー
タ
ン
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
高
い

山
か
ら
谷
間
の
熱
帯
地
帯
ま
で
、
多
様
な
自

然
と
多
く
の
固
有
の
動
植
物
を
有
し
て
お
り
、

そ
う
い
っ
た
特
色
を
活
か
し
た
観
光
開
発
に

力
を
注
い
で
い
る
。
長
い
歴
史
と
豊
か
な
伝

統
文
化
に
基
づ
く
村
々
の
芸
術
、
国
民
生
活

に
深
く
浸
透
し
て
い
る
祭
事
を
活
用
し
て
、

一
年
中
観
光
が
で
き
る
仕
組
み
を
作
り
、
２

０
１
５
年
を
「
観
光
の
年
」
に
す
る
。

以
上
の
様
に
ブ
ー
タ
ン
王
国
は
イ
ン
ド
と

中
国
と
い
う
、
近
年
著
し
く
発
展
し
て
い
る

世
界
の
二
大
国
家
に
挟
ま
れ
な
が
ら
も
、
自

国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
、
明
確

な
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
そ
の
独
自
性
を

守
り
続
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
五
カ
年
計

画
制
度
を
導
入
し
政
策
の
具
現
化
を
図
り
な

が
ら
、
子
孫
代
々
ま
で
国
民
が
「
幸
せ
に
な

る
こ
と
」
を
国
家
存
続
の
意
義
と
し
、
ブ
ー

タ
ン
な
ら
で
は
の
方
法
、
ブ
ー
タ
ン
だ
か
ら

こ
そ
の
生
き
方
を
精
一
杯
貫
こ
う
と
し
て
い

ま
す
。

世
界
が
西
洋
的
な
物
質
主
義
一
色
に
な
っ

て
い
く
中
で
、
小
さ
く
て
も
自
分
た
ち
の
主

体
性
を
持
っ
て
前
進
し
続
け
る
ブ
ー
タ
ン
を

見
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
原
稿
執
筆

ペ
マ
・
ギ
ャ
ル
ポ
先
生
）

桐
蔭
横
浜
大
学

大
学
院
教
授
・

国
際
政
治

学
者
・

１
９
５
３
年
チ
ベ
ッ
ト
生
ま
れ
、
１

９
６
５
年
来
日
。
チ
ベ
ッ
ト
文
化
研
究
所
名

誉
所
長
、
岐
阜
女
子
大
学
名
誉
教
授

国
民
総
幸
福
量（

Ｇ
Ｎ
Ｈ
）
の
増
大
を
国
是
と
し
て
、
国
連
の

モ
デ
ル
に
も
な
っ
た
ブ
ー
タ
ン
王
国
独
自
の
民
主
主
義
と
は
？

ツェリン・トプゲイ首相

ペマ・ギャルポ先生

ジグミ・ケサル・ナム

ゲル・ワンチュク国王

日本の中でも特に高齢化が進んでいる

天草地域の10～20年後を知るための資料と

して、天草市社会福祉協議会では、高齢化

率が50％に達する地域にお住まいの高齢者

を対象に「いま、生活で何に一番困ってい

ますか？」という聞き取り調査を実施し、

1,002件のデータを集め、分類集計して高

齢者が抱える課題の統計資料とした。

この統計資料は、市民の幸福を測るため

の資料の一つであり、「幸せの福祉カルテ」

と呼べるものだ。

「幸せの福祉カルテ」は、人間の生存本

能に基づきながら、自己実現へと向かうマ

ズローの欲求説に基づいていて、その人が

どの段階で幸せを感じるかが分かる。

ある地域の住民を、この「幸せの福祉カ

ルテ」に基づき調査すると、その地域の住

民の幸福量が分かり、幸福量研究の新たな

指標として注目される。

2009年8月 天草市社会福祉協議会では、市内の高齢化率が５０
％に達する地域にお住まいの高齢者1000人を対象に聞き取り調査
を実施し、地域における高齢者の困りごとや、不安に感じている
ことの把握に努めた。
この調査の結果は、市民の幸福量を測る資料であり「幸せのカル
テ」ともいえる。

幸せになるには、人間が持っている

基本的欲求を段階的に叶えること
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市
長
ご
自
身
の
幸
せ
は
？

私
は
、
天
草
出
身
の
大
関
栃
光
と
同
郷
の
牛
深
の
深

海
町
の
出
な
ん
で
す
。

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
下
平
地
区
は
と
て
も
小
さ
な
集

落
で
、
現
在
七
十
七
世
帯
し
か
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
い

ま
で
言
う
限
界
集
落
に
近
い
所
で
す
。

そ
ん
な
地
域
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
大
切

な
故
郷
で
、
の
ど
か
で
美
し
い
自
然
と
、
素
朴
で
情
が

深
い
地
元
の
人
た
ち
と
は
、
い
ま
で
も
家
族
の
よ
う
に

お
付
き
合
い
を
し
て
い
ま
す
。

故
郷
に
帰
る
と
、
昔
な
じ
み
の
お
じ
い
さ
ん
や
、
お

ば
あ
さ
ん
や
、
そ
の
孫
子
さ
ん
た
ち
が

「
五
木
さ
ん
、
五
木
さ
ん
！
」

と
、
気
安
く
名
前
で
呼
ん
で
く
れ
る
ん
で
す
。

地
元
に
行
け
ば
、
み
ん
な
私
を
名
字
で
呼
ぶ
人
は
い

ま
せ
ん
。
み
ん
な
下
の
名
前
で
呼
ん
で
く
れ
る
ん
で
す
。

そ
れ
が
な
ん
と
も
良
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
和
や
か

に
お
話
を
し
た
り
、
ふ
れ
あ
っ
て
い
る
時
に
、
し
み
じ

み
と
「
あ
ー
、
幸
せ
だ
な
ぁ
」
と
感
じ
ま
す
。

私
は
、
子
ど
も
の
頃
は
勉
強
が
嫌
い
で
、
や
ん
ち
ゃ

ば
か
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
私
を
温
か
く
見

守
っ
て
く
れ
た
地
元
の
人
た
ち
の
優
し
さ
が
、
本
当
に

あ
り
が
た
い
で
す
。
や
っ
ぱ
り
人
と
の
温
か
い
ふ
れ
あ

い
が
、
一
番
い
い
で
す
ね
。

天
草
市
民
の
幸
せ
っ
て
？

天
草
は
、
県
内
で
最
も
高
齢
化
率
が
高
い
地
域
で
す
。

私
は
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
が
、
と
て
も
小

さ
な
集
落
だ
っ
た
の
で
、
地
元
か
ら
人
が
出
て
行
き
、

高
齢
者
ば
か
り
に
な
っ
て
、
大
変
苦
し
い
暮
し
を
し
て

い
る
実
態
を
、
ひ
し
ひ
し
と
身
に
染
み
て
感
じ
て
い
ま

し
た
。

一
日
数
本
の
バ
ス
し
か
通
わ
ず
、
自
家
用
車
を
持
た

な
い
独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
、
買
い
物
、
病
院
へ
の

通
院
な
ど
、
本
当
に
不
自
由
し
て
い
ま
す
。

で
も
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
深
海
だ
け
の
話
で
は
な

く
て
、
天
草
全
体
の
問
題
で
、
ま
す
ま
す
そ
の
深
刻
さ

は
増
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
命
の
安
全
と
、
暮
ら
し
の
安
心
を
ま
ず
守
る

こ
と
が
、
行
政
の
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
市
長
に
な
っ
て
か
ら
、
い
ろ
ん
な
方
た
ち
が
地

域
の
問
題
の
ご
相
談
に
や
っ
て
こ
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ら
の
問
題
は
、
行
政
の
枠
組
み
で
は
で
き
な
い

こ
と
、
難
し
い
こ
と
を
陳
情
に
来
る
ん
で
す
。

私
は
、
そ
の
方
た
ち
の
お
話
を
聞
い
て
、
す
ぐ
に
現

場
に
行
っ
て
、
そ
の
実
状
を
確
か
め
ま
す
。

そ
の
上
で
、
こ
れ
は
市
民
の
た
め
に
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
は
、
市
長
の
裁
量
権
を
使
っ

て
や
る
よ
う
に
し
ま
す
。

み
ん
な
苦
し
く
て
仕
方
が
な
く
て
、
必
死
で
訴
え
る

の
で
す
か
ら
、
そ
の
声
を
聴
い
て
、
放
っ
て
お
け
ま
せ

ん
。地

域
で
苦
し
ん
で
い
る
市
民
が
い
た
な
ら
、
幸
せ
に

な
る
よ
う
に
支
援
し
て
あ
げ
る
の
が
、
行
政
の
長
で
あ

る
市
長
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

幸
せ
な
未
来
図
は
？

市
民
の
方
た
ち
は
地
域
の
問
題
を
、
遠
い
所
か
ら
本

庁
に
相
談
に
や
っ
て
き
ま
す
。

遠
い
所
は
、
片
道
一
時
間
か
か
り
、
大
変
で
す
。
な

ぜ
、
本
庁
に
や
っ
て
く
る
か
と
言
え
ば
、
支
所
で
判
断

し
、
対
応
で
き
る
裁
量
権
が
無
い
た
め
で
す
。

地
域
の
問
題
は
地
域
で
解
決
で
き
る
の
が
理
想
で
す

か
ら
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
、
あ
る
程
度
の
問

題
は
各
支
所
で
独
自
の
判
断
が
で
き
る
裁
量
権
を
来
年

か
ら
与
え
る
よ
う
に
、
現
在
仕
組
み
を
変
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
重
要
な
こ
と
は
本
庁
で
判
断
し
ま
す
が
、

支
所
で
対
応
で
き
る
こ
と
は
支
所
で
や
っ
て
も
ら
う
と
、

市
民
の
み
な
さ
ん
が
わ
ざ
わ
ざ
本
庁
ま
で
や
っ
て
こ
な

く
て
済
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

現
場
で
解
決
で
き
る
問
題
は
、
現
場
に
任
せ
る
の
が

一
番
良
い
の
で
す
。

基
本
的
に
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
、
自
分
の
問
題

は
自
分
で
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

し
か
し
、
自
分
の
力
で
で
き
な
い
こ
と
は
、
地
域
の

人
た
ち
と
お
互
い
に
た
す
け
合
い
な
が
ら
対
応
す
る
。

そ
れ
で
も
解
決
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
行
政
が
支
援
し
対
応
し
て
い
く
。

自
助
、
共
助
、
公
助
、
こ
の
三
本
柱
が
き
ち
ん
と
で

き
る
こ
と
が
、
天
草
市
民
の
幸
せ
作
り
に
つ
な
が
る
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
四
年
間
の
任
期
中
に
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
構

築
し
、
市
民
が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
天
草
市
を
作
る
た
め

に
努
力
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
協
力
…
天
草
市
秘
書
課
）

熊
本
県
し
あ
わ
せ
部
長
く
ま
モ
ン
と
一

緒
に
、
中
村
五
木
市
長（

天

草
市
）
に
、
ズ
バ
リ
「

天
草
市
民
の
幸
せ
」
に
つ
い
て
お
聴
き
し
ま

し
た
。
だ
れ
も
が
聴
き
た
い
中
村
市
長
が
描
く
幸
せ
な
天
草
市
民
の

未
来
図
を
ど
う
実
現
す
る
か
、
注
目
の
対
談
で
す
。

熊本県しあわせ部長

くまモン

天草市

中村五木 市長

熊本県しあわせ部 検 索 「熊本県しあわせ部」の活動を閲覧！

天草の至る所に電気が開通

した記念碑が建っている。

多くの人たちはそれを見過

ごしてしまうが、その碑には、

ランプとロウソクで暮らして

いた当時の天草の島民たちが、

電気によって、夜でも部屋が

明るくなり、ラジオで浪花節

や大相撲の番組を拍手喝采し

て聴いた当時の人々の感激の

記念碑でもある。

三十年の歳月をかけながら、

丹念に天草中の電気の歴史を

調べ上げ、一冊の本にまとめ

たのは、天草市今釜町在住の

松岡近さんだ。

ご自身も電気畑の仕事に打

ち込み、この本（Ａ４版百八

〇頁）の出版には並々ならな

い思いが込められている。

配本をご希望の方には、頒

価二千円の破格で販売すると

のこと、限定版のため、残り

はあとわずか。

購入ご希望の方は、下記へ

電話でお申込み下さい。

1912年（大正元年）に天草初

の電灯が本渡に燈って百余年。

天草の電気の歴史は、近代化の

歴史と重なり、読めば天草の意

外な真相が見えてくる。
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ピ
ン
チ
が
チ
ャ
ン
ス
に

天
草
は
、
若
者
が
出
て
行
っ
て
、
高
齢

者
ば
か
り
の
地
域
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
天
草
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
地
方
は
み
ん
な
そ
う
な
の
で
す
。

天
草
は
そ
の
最
先
端
の
超
高
齢
化
社
会

で
す
が
、
だ
っ
た
ら
高
齢
者
が
幸
せ
に
く

ら
す
地
域
社
会
に
な
れ
ば
い
い
！

日
本
中
、
天
草
を
注
目
し
ま
す
。
天
草

に
注
目
が
集
ま
れ
ば
、
日
本
中
か
ら
人
が

ど
ん
ど
ん
や
っ
て
き
ま
す
。

す
る
と
交
流
人
口
が
増
え
て
、
経
済
が

活
性
化
し
、
若
者
が
働
け
る
場
が
で
き
て

定
住
し
、
子
ど
も
が
増
え
ま
す
。

超
高
齢
化
社
会
で
あ
る
こ
と
は
、
大
チ
ャ

ン
ス
な
の
で
す
！

オ
ー
ル
天
草
で
取
り
組
む

交
流
人
口
が
増
大
す
る
追
い
風
が
、
崎

津
集
落
の
世
界
遺
産
認
定
の
動
き
で
す
。

さ
ら
に
天
草
全
域
が
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク

の
認
定
を
受
け
た
事
や
、
世
界
サ
ン
タ
ク

ロ
ー
ス
会
議
の
聖
地
と
し
て
東
洋
で
天
草

が
一
ヶ
所
選
ば
れ
て
、
昨
年
よ
り
世
界
会

議
が
行
わ
れ
て
い
て
、
世
界
中
の
注
目
を

集
め
て
い
ま
す
。

天
草
に
人
が
や
っ
て
く
る
こ
の
チ
ャ
ン

ス
を
絶
対
に
逃
が
さ
な
い
こ
と
で
す
。

世
界
遺
産
の
話
を
聞
い
て
崎
津
に
や
っ

て
き
た
人
た
ち
が
、
鹿
児
島
や
、
長
崎
に

素
通
り
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
天
草
っ
て
、
他
に
も
面
白
い
所
い
っ

ぱ
い
あ
る
ね
！
」
と
、
天
草
全
島
を
巡
る

よ
う
に
、
オ
ー
ル
天
草
で
そ
の
仕
組
み
を

作
る
こ
と
で
す
。

主
役
は
、
地
域
の
高
齢
者

そ
の
主
役
は
各
地
域
の
元
気
な
高
齢
者

で
、
来
た
人
を
喜
ば
せ
ず
に
は
帰
さ
な
い

お
も
て
な
し
を
す
る
。
そ
こ
に
は
、
大
し

て
お
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

大
切
な
こ
と
は
、
新
し
い
建
物
や
、
物

を
む
や
み
に
作
ら
な
い
こ
と
！

新
し
い
も
の
を
作
る
よ
り
、
古
き
良
き

も
の
を
大
切
に
活
か
す
工
夫
を
す
る
。

新
し
い
建
物
は
、
日
本
中
た
く
さ
ん
あ

る
か
ら
、
他
と
比
較
さ
れ
た
ら
、
必
ず
見

劣
り
が
し
て
、
一
度
は
来
て
も
二
度
と
見

に
来
ま
せ
ん
。

そ
れ
よ
り
も
、
温
故
知
新
で
、
昔
か
ら

あ
る
古
い
も
の
を
生
か
し
て
、
今
は
使
わ

な
い
け
ど
、
昔
の
農
機
具
や
、
漁
師
の
道

具
、
ラ
ジ
オ
や
柱
時
計
な
ど
、
置
い
て
あ

る
と
、
み
ん
な
懐
か
し
く
て
大
喜
び
。

そ
し
て
、
地
域
の
高
齢
者
が
、
天
草
弁

で
温
か
く
お
も
て
な
し
を
し
た
ら
、
故
郷

に
帰
っ
て
来
た
よ
う
に
癒
や
さ
れ
ま
す
。

内
需
を
拡
大
せ
よ

天
草
全
島
巡
り
の
仕
組
み
を
作
る
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
協
力

す
れ
ば
、
す
ぐ
に
で
き
ま
す
。

空
い
て
い
る
家
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、

元
気
で
時
間
が
あ
る
高
齢
者
も
た
く
さ
ん

い
ま
す
。

そ
し
て
、
美
し
い
自
然
の
景
観
や
、
地

域
な
ら
で
は
の
特
徴
を
生
か
し
て
、
お
茶

所
や
休
憩
所
を
作
っ
て
、
全
島
巡
り
の
拠

点
を
作
り
ま
す
。

そ
し
て
、
陸
の
道
で
は
な
く
海
の
道
を

活
か
し
て
全
島
巡
り
を
す
る
の
で
す
。

今
ま
で
島
外
の
旅
行
に
お
金
を
使
っ
て

い
た
天
草
の
人
た
ち
が
、
安
く
て
時
間
も

か
か
ら
な
い
天
草
巡
り
を
楽
し
む
よ
う
に

な
れ
ば
、
内
需
は
拡
大
し
、
そ
れ
だ
け
で

も
、
ど
ん
ど
ん
地
域
は
活
性
化
し
ま
す
。

天
草
の
未
来
は
暗
い
と
思
っ
て
い
る
人
、
そ
れ
は
違

い
ま
す
。
天
草
の
未
来
は
バ
ラ
色
で
す
。
そ
の
訳
は
、

天
草
が
日
本
の
高
齢
化
社
会
の
モ
デ
ル
だ
か
ら
で
す
！
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今の時流にあった天草全島巡りができれば、今度は各地域で人と
ふれあう休憩所を作り、そこでお茶、食事、お土産を販売すれば、
地域が潤う！するとどんな田舎でも人が巡って、地域活性化！

四国のお遍路は、年間２０万人が訪れま

すが、その１割の２万人が天草の隅から

隅まで巡れば、関連産業は、どんどん潤

います。今年から始まったお遍路は、今

後の展開が、とっても楽しみです。

2016年に崎津天主堂の世界遺産認定が叶

えば、東洋のキリスト教会で初めてです。

世界中の人たちが天草を訪れる時、天草

全島にあるキリシタン関係の場所を巡る

巡礼があれば、みんな大喜びです。

現在グランドゴルフ人口は、全国的に爆

発的に伸びています。

もしも、天草全島１０か所を巡って成績

を競うコースができれば、日本中から選

手が泊まり込みで長期滞在し、大賑わい。

癒しのお茶休憩 300円～
予約 0969-23-8888(小山)
天草市中央新町18-14

休憩(だご汁) お気持ち

予約090-4358-4309(木崎）

倉岳町棚底1874(役場隣）

食事1,000円～刺身2,000円
予約080-5604-4292(姫野）
貸切船…江樋戸港⇔湯島
一人往復1200円

めいどサロンや、その

他、地域づくりに関す

るお問合せは、下記へ

遠慮なくご相談下さい。

幸せの宝島ラボ（山口）

080-5214-1561

会社名 電話番号

（有）協和タクシー（大矢野） 0964-56-0204

(有）松島タクシー（松島） 0969-56-1160

（株）有明タクシー（大浦） 0969-54-0343

天草タクシー株式会社（本渡） 0969-22-2171

休憩(昼食) 500円～
予約090-5743-9816(若松)
苓北町都呂々20(JA隣）

休憩(昼食) 500円

予約090-7457-4970(船場）

天草市牛深町1625

小型（2～5人乗り）

２時間 6,800円～

ジャンボ（6～9人乗り）

２時間 10,000円～

この地図は、天草中に人が

巡るコースの一例です

な
ぜ
、
め
い
ど
サ
ロ
ン
が
で
き
た
？

そ
も
そ
も
め
い
ど
サ
ロ
ン
が
で
き
た
訳
は
、

都
会
か
ら
来
た
人
た
ち
が
天
草
の
人
た
ち
と

ふ
れ
あ
う
と
、
と
て
も
癒
さ
れ
る
と
言
う
お

話
か
ら
で
す
。

天
草
の
人
た
ち
は
、
素
朴
で
、
人
の
世
話

好
き
で
、
温
か
い
お
も
て
な
し
を
当
り
前
の

よ
う
に
田
舎
で
し
て
い
ま
す
。

珍
し
い
物
を
観
て
も
、
そ
の
時
だ
け
は
感

激
し
ま
す
が
、
二
度
、
三
度
と
な
る
と
飽
き

て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
点
、
人
と
の
ふ
れ
あ
い
は
、
会
う
度

に
ド
ラ
マ
が
あ
っ
て
、
楽
し
く
て
、
何
度
も

来
た
く
な
る
。

だ
か
ら
、
天
草
の
地
域
の
人
た
ち
と
ふ
れ

あ
う
場
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ
れ
ば
、

み
ん
な
喜
ぶ
だ
ろ
う
な
ぁ
と
い
う
の
が
、
は

じ
ま
り
で
す
。

空
家
と
、
世

話
好
き
な
人
が

い
れ
ば
、
お
茶

所
は
す
ぐ
に
で
き
る
の
で
、
地
域
づ
く
り
に

は
持
っ
て
来
い
で
す
。

天
草
中
に
、
め
い
ど
サ
ロ
ン
が
で
き
れ
ば
、

人
と
の
ふ
れ
あ
い
、
地
域
の
物
産
や
、
お
土

産
な
ど
の
販
売
も
で
き
ま
す
。

そ
ん
な
主
旨
に
賛
同
し
た
人
た
ち
が
、
行

政
区
の
垣
根
を
越
え
て
、
オ
ー
ル
天
草
で
五
ヶ

所
の
め
い
ど
サ
ロ
ン
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。

め
い
ど
サ
ロ
ン
は
、
少
人
数
で
ゆ
っ
く
り

立
ち
寄
っ
て
楽
し
む
休
憩
所
で
す
。

こ
れ
か
ら
天
草
の
地
域
作
り
の
拠
点
と
し

て
、
各
地
域
に
作
っ
て
、
お
互
い
に
学
び
合

い
な
が
ら
楽
し
ん
で
行
き
ま
し
ょ
う
。
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栃
光
と
黒
ま
ん

天
草
で
「
黒
ま
ん
と
言
え
ば
栃
光
、
栃
光
と

言
え
ば
黒
ま
ん
」
と
言
う
ほ
ど
、
栃
光
は
黒
ま

ん
本
舗
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て

い
る
。

そ
の
黒
ま
ん
本
舗
の
布
井
雅
章
社
長
は
、
先

代
の
父
か
ら
経
営
を
引
き
継
い
だ
二
代
目
で
、

昔
か
ら
栃
光
の
素
晴
ら
し
さ
を
耳
に
し
て
い
た
。

同
時
に
、
偉
大
な
名
大
関
の
実
像
に
も
興
味

が
あ
り
、
栃
光
の
故
郷
で
あ
る
深
海
町
下
平
へ

実
弟
の
中
村
近
志
さ
ん
を
訪
ね
て
み
よ
う
と
思

い
た
ち
、
そ
こ
で
意
外
な
栃
光
の
家
族
愛
を
知

る
こ
と
に
な
る
。

貧
し
か
っ
た
中
村
家

深
海
町
下
平
地
区
は
、
八
代
海
に
浮
か
ぶ
長

島
に
面
し
た
穏
や
か
な
内
海
の
入
り
江
の
集
落

で
、
世
帯
数
も
わ
ず
か
に
七
十
数
戸
し
か
な
い
。

栃
光
の
実
家
は
、
弟
の
中
村
近
志
さ
ん
が
後

を
継
い
で
、
農
業
の
傍
ら
シ
ル
バ
ー
人
材
と
し

て
地
域
で
働
い
て
い
る
。

そ
の
日
の
夕
方
、
近
志
さ
ん
が
シ
ル
バ
ー
人

材
の
仕
事
か
ら
帰
っ
た
後
に
お
邪
魔
し
た
。

居
間
で
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
布
井
さ
ん
が

「
栃
光
は
、
実
家
に
い
る
時
か
ら
力
が
強
か
っ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」

と
尋
ね
る
と
、
居
間
の
四
隅
の
大
き
な
黒
い
柱

を
指
さ
し
て

「
こ
の
柱
は
、
父
と
兄
が
山
か
ら
切
り
出
し
て

担
い
で
来
た
木
で
す
よ
。
」

と
、
微
笑
み
な
が
ら
答
え
た
。

決
し
て
豊
か
と
は
言
え
な
い
当
時
の
暮
ら
し

の
中
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
体
の
大
き
か
っ
た
親

子
は
働
き
づ
く
め
だ
っ
た
と
い
う
。

相
撲
部
屋
に
入
っ
て
、
人
一
倍
稽
古
熱
心
だ
っ

た
栃
光
に
、
あ
る
記
者
が
尋
ね
た
。

「
稽
古
が
厳
し
く
て
、
逃
げ
出
し
た
い
と
思
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

「
実
家
で
働
い
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
楽
な

も
の
で
す
。
」

と
答
え
た
と
言
う
。

噂
と
は
違
う
栃
光
の
父
親
像

布
井
さ
ん
は
、
人
伝
え
で
聞
い
た
話
を
尋
ね

て
み
た
。

「
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
お
父
さ
ん
は
当
時

栃
光
が
相
撲
で
負
け
た
時
は
、
テ
レ
ビ
に
物
を

ぶ
つ
け
て
壊
し
た
ほ
ど
、
気
性
が
荒
か
っ
た
そ

う
で
す
ね
。
」

す
る
と
、
近
志
さ
ん
は
笑
み
を
浮
か
べ
て

「
そ
ん
な
話
が
ず
い
ぶ
ん
出
回
っ
て
い
た
よ
う

で
す
ね
。
そ
れ
を
聞
い
て
父
は
私
に
、
誰
が
そ

ん
な
こ
と
を
言
う
と
る
と
だ
ろ
う
な
ぁ
と
、
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
穏
や
か
な
父
が
、
テ
レ
ビ

を
壊
す
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」

布
井
さ
ん
は
、
有
名
人
に
あ
り
が
ち
な
誇
大

な
噂
と
実
像
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
こ
と
を
感

じ
た
。

そ
の
時
、
突
然
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
っ
た
の
で
、

近
志
さ
ん
が
受
話
器
を
取
っ
た
。

「
…
い
や
い
や
こ
っ
ち
は
台
風
は
大
丈
夫
で
し

た
。
そ
ら
美
味
し
く
て
よ
か
っ
た
で
す
な
ぁ
…
」

等
と
、
し
ば
ら
く
会
話
を
し
て
、
受
話
器
を
置

い
た
。

「
東
京
の
姉
さ
ん
（
栃
光
夫
人
）
か
ら
電
話
が

あ
っ
て
、
こ
の
前
み
か
ん
ば
送
っ
た
お
礼
で
し

た
。
」

と
、
今
で
も
仲
睦
ま
じ
く
や
り
と
り
を
し
て
い

る
様
子
が
伺
え
た
。

待
っ
た
な
し
の
名
力
士

栃
光
の
人
間
的
な
魅
力
を
思
え
ば
、
そ
れ
は

両
親
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
だ
。

そ
し
て
、
穏
や
か
な
深
海
の
風
土
か
ら
、
温

厚
で
、
真
面
目
で
、
礼
儀
正
し
い
栃
光
が
生
ま

れ
た
に
違
い
な
い
。

栃
光
は
、
一
度
も
「
待
っ
た
」
を
し
な
か
っ

た
こ
と
は
有
名
な
話
だ
が
、
弟
の
近
志
さ
ん
は
、

そ
ん
な
兄
を
心
か
ら
尊
敬
し
て
い
る
。

立
ち
合
い
で
、
「
待
っ
た
」
を
し
な
い
こ
と

が
ど
れ
ほ
ど
大
変
な
こ
と
か
は
、
相
撲
通
の
人

な
ら
誰
で
も
分
か
る
。

そ
れ
を
一
途
に
貫
い
た
栃
光
は
、
天
草
人
の

あ
り
方
そ
の
も
の
で
、
た
と
え
自
分
が
不
利
で

も
、
正
直
に
、
ま
っ
す
ぐ
生
き
る
美
し
い
姿
と

し
て
、
多
く
の
人
た
ち
に
感
動
を
与
え
た
。

名
大
関
栃
光
は
、
天
草
人
の
代
表
と
し
て
大

相
撲
の
歴
史
に
そ
の
名
が
深
く
刻
ま
れ
、
そ
の

伝
説
は
多
く
の
人
た
ち
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
。

今
な
お
語
り
継
が
れ
る
昭
和
の
名
大
関

栃
光
伝
説

才
覚
に
頼
ら
ず
、
ひ
た
む
き
に
努
力
し
、
勝
っ
て
驕
ら
ず
、

負
け
て
相
手
に
敬
意
を
表
す
そ
の
姿
に
、
日
本
中
の
人
た

ち
が
拍
手
喝
采
し
た
郷
土
の
名
力
士
・
栃
光
の
感
動
秘
話

右が栃光の実弟中村近志さん

左が布井雅章黒まん社長

深
海
中
学
校
生
が
描
い
た
栃
光
（
深
海
コ
ミ
セ
ン
）

黒まん本舗の布井雅章社長と言えば、知る人

ぞ知る芸術家です。

若い頃は、イタリア・ミ

ラノのアカデミア美術学

校に留学し、20数年前に

は五和町の長岡興就公顕

彰会の依頼で、長岡興就

公の銅像を創ったり、天草四郎の絵画（湯楽

亭）を描いた優れた芸術家でもあります。

その布井社長が、本年の栃光新十両昇進60周

年を記念して、栃光・特製オリジナル絵ハガ

キを作りました。

本年中、黒まんをご購入

頂いたお客様には、もれ

なく無料で差し上げます

ので、店頭にてお申し付

けください。

この券1枚で4人まで3,000円

１人追加ごとに500円プラス

この券1枚で4人まで3,000円

１人追加ごとに500円プラス

右の券を切って、
窓口でお渡しくだ
さい（２回分）

【

第
一
映
劇
を
訪
れ
た
人
】

高
倉
健
・

宮
沢
り
え
・
さ
だ

ま
さ
し
・

倉
本
聡
・

小
山
薫

堂
・

藤
岡
弘
・
千
葉
真
一


