
■
「
今
年
も
お
会
い
し
ま
し
た
ね
」

…
…
除
夜
の
鐘
も
平
成
17
年
か
ら

で
す
の
で
、
今
回
で
12
年
目
と
な

り
ま
し
た
。
ま
こ
と
、
早
い
も
の

で
す
。

鐘
を
撞
い
た
方
々
は
本
堂
へ
参

拝
し
、
今
年
か
ら
再
開
さ
れ
た
住

職
に
よ
る
新
年
の
挨
拶
（
お
話
）

を
聞
き
、
無
料
の
甘
酒
２
種
類

（
麹
と
酒
粕
）
と
燗
酒
に
加
え
、
玉

こ
ん
に
ゃ
く
を
食
べ
な
が
ら
、
ド

ラ
ム
缶
の
火
で
暖
を
と
り
、
参
加

者
は
思
い
思
い
の
立
ち
話
を
…
…
。

■
年
々
、
参
加
者
が
増
え
て
い

る
よ
う
で
す
。
今
年
は
お
手
伝
い

く
だ
さ
っ
た
黒
田
君
に
鐘
の
音
の

数
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
た
と

こ
ろ
、
92
回
の
カ
ウ
ン
ト
が
あ
り

ま
し
た
。

■
今
年
は
副
住
職
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
看
板
で
の
案
内
を
し
た

り
、
ま
た
３
年
前
か
ら
「
厚
木
市

除
夜
の
鐘
」
に
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
検
索
を
す
る
と
、
本
照
寺
除
夜

の
鐘
が
ト
ッ
プ
に
出
て
き
ま
す
。

昨
年
も
「
ネ
ッ
ト
を
見
て
来
ま

し
た
」
と
、
戸
室
か
ら
自
転
車
で

来
た
２
人
組
の
学
生
も
い
ま
し
た

ね
。
今
で
は
、
検
索
し
て
調
べ
る

人
が
大
半
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の

効
果
も
大
き
い
の
で
し
ょ
う
。
未

だ
の
方
は
、
是
非
今
年
こ
そ
！

■
「
身
延
大
会
」
が
４
月
22
日

（
土
）
～
23
日
（
日
）
の
１
泊
２

日
に
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
毎
年
、

聖
地
・
身
延
山
へ
２
千
人
前
後
が

参
集
の
も
と
に
開
催
さ
れ
る
こ
の

「
身
延
大
会
」
。

本
照
寺
で
は
聖
徒
団
と
し
て
こ

の
大
会
に
初
回
よ
り
連
続
し
て
参

加
、
そ
し
て
平
成
15
年
か
ら
広
く

一
般
に
も
呼
び
か
け
「
本
照
寺
・

身
延
山
団
参
」
と
し
て
参
加
。
今

年
で
通
算
52
回
目
と
な
り
ま
す
。

是
非
、
日
蓮
聖
人
・
法
華
経
を

信
奉
す
る
日
蓮
宗
「
本
照
寺
」
の

お
檀
家
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
９

年
間
過
ご
さ
れ
た
お
山
、
身
延
山
・

久
遠
寺
へ
参
拝
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
、
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

【
参
加
費
】
１
万
６
千
円
で
す
。

多
く
の
ご
参
加
を
是
非
！

詳
細
は
聖
徒
団
の
地
区
役
員
、

ま
た
は
本
照
寺
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。
締
切
り
は
４
月
１
日
。

【
初

日
】
バ
ス
午
前
８
時
白
山

集
会
所
出
発
～
伊
勢
原
～
身
延

山
で
昼
食
～
大
会
に
参
加
～
ご

廟
所
（
び
ょ
う
し
ょ
・
日
蓮
聖

人
の
お
墓
）
へ
参
拝
～
お
買
い

物
～
宿
坊
（
寺
）
へ
宿
泊
（
非

日
常
！
）

【
２
日
目
】
午
前
10
時
30
分
ま
で

大
会
に
参
加
。
大
会
終
了
後
、

「
沼
津
港
」
な
ど
に
寄
り
道
を

し
な
が
ら
一
路
帰
路
へ
♪

妙
一
尼
御
前
御
消
息

み

ょ

う

い

ち

あ

ま

ご

ぜ

ん

ご

し

ょ

う

そ

く

「
法
華
経
を
信
ず
る
人
は
冬
の

ご
と
し
。
冬
は
必
ず
春
と
な
る
。

い
ま
だ
昔
よ
り
き
か
ず
、
冬
の
秋

と
か
え
れ
る
こ
と
を
。
い
ま
だ
き

か
ず
、
法
華
経
を
信
ず
る
人
の
凡

ぼ

ん

夫
と
な
る
事
を
。
」

ぷ

54
歳

於
身
延
山

妙
一
尼
宛

■
鎌
倉
武
士
の
妻
、
妙
一
尼
は

日
蓮
聖
人
に
生
涯
深
く
帰
依
し
た

女
性
で
す
。
そ
の
妙
一
尼
か
ら
お

衣
の
奉
納
を
い
た
だ
い
た
こ
と
へ

の
御
礼
と
、
妙
一
尼
が
夫
を
亡
く

さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
お
慰
め
の

ご
文
章
で
す
。
妙
一
尼
は
そ
の
夫

亡
き
後
、
老
い
た
母
と
幼
子
を
抱

え
る
不
遇
の
中
に
あ
っ
て
も
、
懸

命
に
信
仰
者
と
し
て
の
人
生
を
全

う
さ
れ
ま
し
た
。

現
代
語
で
の
意
味

■
「
法
華
経
を
信
じ
、
お
題
目

を
お
唱
え
し
て
い
る
人
が
、
も
し

人
生
の
苦
難
に
遭
わ
れ
た
と
し
た

あ

ら
、
季
節
の
冬
で
あ
る
と
受
け
止

め
な
さ
い
。
冬
の
後
に
は
必
ず
春

が
や
っ
て
来
ま
す
。
古
来
、
冬
か

ら
秋
に
逆
戻
り
し
た
こ
と
は
な
く
、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
法
華
経
を
信

じ
切
り
、
本
当
の
信
仰
者
と
な
っ

た
者
が
、
元
の
凡
夫
の
よ
う
な
我

欲
や
執
着
に
ま
み
れ
た
世
界
に
逆

戻
り
し
た
例
も
無
い
の
で
す
。
」

教

訓

■
最
も
不
思
議
な
お
経
、
そ
れ

は
法
華
経
で
す
。

何
故
か
と
い
う
と
、
悩
み
苦
し

み
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
光

り
輝
く
お
経
だ
か
ら
で
す
。
法
華

経
を
信
じ
歩
む
な
ら
ば
、
今
は
苦

し
く
と
も
必
ず
光
明
は
差
し
て
来

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

日
蓮
宗
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山
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朝
の
詩

う

た

青
空

大
阪
市
都
島
区

有
澤

豊

71

す
ご
い
雨

飛
行
機
は

滑
走
路
を

急
上
昇

雲
を
突
き
抜
け
た

窓
か
ら
の

青
空
の
光
が

ま
ぶ
し
い

地
上
の
雨
は

嘘
の
よ
う

私
の
悩
み
も

突
き
抜
け
れ
ば

青
空
が
見
え
る
ん
だ

見
守
る

京
都
府
木
津
川
市

清
水
恭
子

61

母
さ
ん
は

カ
ー
デ
ィ
ガ
ン

妹
は

ズ
ボ
ン

わ
た
し
は

セ
ー
タ
ー

み
ん
な
父
さ
ん
の

着
て
い
た
も
の
で
す

あ
た
た
か
い
よ

今
日
は

父
さ
ん
の
命
日

道

東
京
都
府
中
市

難
藤
恵
一

77

道
と
い
う
字
に

「
首
」
が
あ
る

道
を
歩
く
た
め
に

「
首
」
が
動
く

上
を
見
た
り

下
を
見
た
り

右
を
見
た
り

左
を
見
た
り

そ
ん
な
あ
る
日

散
歩
を
し
て
い
た
ら

と
き
ど
き
後
ろ
を

振
り
返
れ
と

道
と
い
う
字
に

叱
ら
れ
た

手
を
挙
げ
て

福
島
県
い
わ
き
市

高
木
道
浩

41

手
を
挙
げ
て

幼
い
子
が

横
断
歩
道
を
渡
る

大
人
は
静
か
に
見
守

る

そ
し
て
思
う

大
き
く
な
っ
て

手
を
挙
げ
る
こ
と
も

な
く
な
っ
た

生
き
て
い
る
と

信
号
は

青
ば
か
り
で
は

な
い
こ
と
も

「美しい村が初めからあったわけではない。美しく暮らそうという村人がいて、美しい村となったのである」
柳田国男 民俗学者・作家。「遠野物語」等

恒

例

と

な

っ

た

除

夜

の

鐘

㊤
昨
年
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
青
色

で
し
た
が
今
年
は
オ
レ
ン
ジ
色
。

白
色
と
緑
色
は
来
年
以
降
。
㊨
た

き
火
で
暖
を
取
る
皆
さ
ん
。
㊨
今

年
は
玉
こ
ん
に
ゃ
く
と
２
種
類
の

甘
酒
そ
し
て
燗
酒
の
サ
ー
ビ
ス
が
。

■
「
寒
さ
に
ふ
る
え
た
者
ほ
ど
太
陽
を
あ
た
た

か
く
感
じ
る
。
人
生
の
悩
み
を
く
ぐ
っ
た
者
ほ
ど
、

生
命
の
尊
さ
を
知
る
」
。
こ
の
言
葉
は
ウ
ォ
ル
ト
・

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
（
ア
メ
リ
カ
・
詩
人
）

の
言
葉
で
す
が
、
左
記
事
の
日

蓮
聖
人
の
お
言
葉
、
「
法
華
経

を
信
じ
る
人
は
冬
の
ご
と
し
。

冬
は
必
ず
春
と
な
る
」
と
少
し
通
じ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
即
ち
、
冬
の
寒
さ
厳
し
さ
無
く
し
て
春

の
喜
び
は
味
わ
え
な
い
と
い
う
こ
と
。
私
の
好
き

な
言
葉
、
「
雨
の
日
に
は
雨
の
日
を
、
悲
し
み
に

は
悲
し
み
を
、
通
さ
な
い
と
見
え
て
こ
な
い
喜
び

に
、
出
会
わ
せ
て
も
ら
お
う
・
東
井
義
雄
」
も
そ

と

お

い

う
で
す
ね
。
更
に
卑
近
な
例
と
し
て
、

空
腹
と
い
う
不
幸
が
あ
っ
て
、
食
事

を
す
る
喜
び
が
あ
り
ま
す
ね
（
笑
）

。

要
す
る
に
「
一
切
の
法
（
起
こ
り
う
る

全
て
の
こ
と
）
は
皆
是
仏
法
な
り
・
日
蓮
聖
人
」
な

み

な

こ

れ

ぶ

っ

ぽ

う

ん
で
す
ね
。
「
病
に
よ
り
て
道
心
は
起
こ
り
候
」

ど

う

し

ん

そ
う
ろ
う

で
あ
り
、
更
に
「
明
け
な
い
夜
は
な
い
」
の
で
す
。

一
泊
二
日
で
身
延
山

日
蓮
大
聖
人
の
お
手
紙
か
ら

空
腹
と
い
う
不
幸
？

「厚木本照寺」や
「フェイスブック本
照寺」で検索すると
ページが見られます



■
昭
和
63
年
（
一
丸
八
八
）

４
月

11
日
、
満
員
の
東
京
ド
ー
ム
で
、

「
不
死
鳥
ひ
ば
り
」
を
ア
ピ
ー

ル
し
、
昭
和
の
歌
姫
・
美
空
ひ

ば
り
再
起
を
期
し
て
の
コ
ン
サ
ー

ト
が
開
か
れ
た
。

こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
後
の

も
の
と
な
る
が
、
こ
の
場
に
ひ

ば
り
さ
ん
の
実
家
・
加
藤
家
の

菩
提
寺
住
職
（
菅
野
海
城
上
人
）

の
姿
が
あ
っ
た
。

住
職
は
ひ
ば
り
さ
ん
が
立
っ

て
い
る
の
が
や
っ
と
と
い
う
状

態
を
知
っ
て
い
た
。
心
中
「
何

と
か
最
後
ま
で
歌
っ
て
く
れ
れ

ば
…
」
と
い
う
思
い
で
一
杯
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ひ
ば
り
さ
ん

は
見
事
に
歌
い
あ
げ
た
。
し
か

し
翌
年
６
月
24
日
、
齢
52
で
不

帰
の
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

■
ひ
ば
り
さ
ん
と
お
題
目
の

出
会
い
は
、
昭
和
38
年
（
一
九
六
三
）

２
月
で
あ
っ
た
。
父
・
加
藤
増

吉
の
葬
儀
を
縁
と
し
て
日
蓮
宗

の
寺
（
唱
導
寺
・
横
浜
市
港
南

区
）
を
菩
提
寺
と
し
た
か
ら
で

あ
る
。
ひ
ば
り
さ
ん
の
妹
が
法

華
篤
信
の
家
に
嫁
ぎ
、
そ
れ
を

と

く

し

ん

勧
め
た
と
い
う
。

母
・
喜
美
枝
さ
ん
と
ひ
ば
り

さ
ん
は
一
卵
性
親
子
と
評
さ
れ

た
。
そ
の
母
は
昭
和
56
年
７
月

29
日
に
逝
く
が
、
他
界
す
る
前
、

ひ
ば
り
さ
ん
が
住
職
に
懇
願
し

た
こ
と
が
あ
る
。

病
に
倒
れ
、
昏
睡
状
態
に
あ
っ

た
母
の
病
床
で
闘
病
平
癒
の
お

経
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
病
院
で
の
読

経
に
、
住
職
は
初
め
躊
躇
し
た

ち

ゅ

う
ち
ょ

が
、
ひ
ば
り
さ
ん
の
願
い
を
快

く
引
き
受
け
た
。
病
室
に
入
り
、

洋
服
の
上
か
ら
僧
衣
を
ま
と
い
、

隣
室
に
響
か
な
い
よ
う
に
お
経

を
読
み
、
お
題
目
を
唱
え
始
め

る
と
、
ひ
ば
り
さ
ん
は
母
の
手

を
握
り
な
が
ら
回
復
を
願
っ
て

美
し
い
声
で
共
に
唱
題
し
た
。

そ
の
お
陰
で
あ
ろ
う
。
主
治
医

の
見
立
て
よ
り
３
ケ
月
長
く
命

を
頂
き
、
69
で
他
界
し
た
。

■
母
の
逝
去
か
ら
２
年
後
と
、

５
年
後
に
弟
２
人
（
哲
さ
ん
と

武
彦
さ
ん
）
が
共
に
42
歳
で
続

い
て
逝
っ
た
。
住
職
は
月
に
一

度
、
目
黒
に
あ
る
ひ
ば
り
邸
へ

回
向
に
行
っ
た
が
、
在
宅
の
時

は
必
ず
後
ろ
に
坐
っ
て
読
経
・

唱
題
し
た
。
そ
し
て
、
お
経
が

終
わ
っ
て
住
職
と
お
茶
を
飲
み

な
が
ら
話
を
す
る
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
た
と
い
う
。

■
あ
る
時
、
菅
野
住
職
に

「
何
故
、
私
の
身
内
ば
か
り
に

不
幸
が
起
こ
る
ん
で
し
ょ
う
」

と
尋
ね
た
。
住
職
は
「
不
幸
は

あ
な
た
ば
か
り
で
は
な
い
の
で

す
。
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
人
々

に
エ
ー
ル
、
励
ま
し
の
歌
を
贈

る
の
が
あ
な
た
の
役
目
で
す
」

と
伝
え
た
。

■
「
千
万
人
と
い
え
ど
も

我
往
か
ん
」

ゆ

25
年
間
、
日
本
医
師
会
会
長

を
務
め
、
「
ケ
ン
カ
太
郎
」
と

の
異
名
を
と
っ
た
武
見
太
郎
が

し
ば
し
ば
口
に
し
た
言
葉
で
あ

る
。
ど
ん
な
に
反
対
が
多
か
ろ

う
と
も
、
自
分
が
正
し
い
と
思
っ

た
信
念
を
貫
き
通
す
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

■
太
郎
に
は
大
き
な
夢
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
（
生
命
科
学
）
の
構
築
で
あ
る
。

精
神
文
化
と
医
学
・
科
学
と
の

融
合
し
た
新
し
い
医
学
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
父
の
夢
を
政
治
の
場
で

実
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
次
男

武
見
敬
三
氏
で
あ
る
。

■
慶
応
大
学
で
政
治
学
を
学

び
、
大
学
院
を
修
了
し
た
後
、

海
外
留
学
。
台
湾
師
範
大
学
や

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
研
究
員
と

し
て
派
遣
さ
れ
、
国
際
政
治
の

在
り
方
を
学
び
、
国
際
感
覚
を

身
に
つ
け
、
帰
国
後
、
東
海
大

学
政
治
学
部
で
教
鞭
を
と
る
こ

と
に
な
る
。

■
平
成
７
年
、
東
海
大
学
を

休
職
し
、
政
界
に
打
っ
て
出
る
。

敬
三
氏
の
母
は
内
大
臣
牧
野

伸
顕
の
孫
。
大
叔
母
は
吉
田
茂

元
首
相
の
妻
で
あ
る
。
父
は
医

師
会
の
代
表
と
し
て
歴
代
厚
生

大
臣
と
熱
い
議
論
を
展
開
し
た

人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
環

境
、
政
治
的
血
統
が
敬
三
氏
を

育
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

参
議
院
比
例
区
の
議
員
と
し

て
初
当
選
し
、
現
在
は
４
期
目

を
務
め
て
い
る
。

敬
三
氏
の
掲
げ
た
政
治
理
念

は
、
三
つ
の
守
る
、
①
国
民
生

活
を
「
守
る
」
②
国
を
「
守
る
」

③
国
境
を
超
え
て
人
々
を
「
守

る
」
で
あ
る
。
現
在
、
厚
生
労

働
や
外
交
関
係
の
委
員
会
の
理

事
や
委
員
と
し
て
父
の
精
神
を

引
き
継
ぎ
、
保
健
・
福
祉
・
外

交
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
。

■
父
、
太
郎
が
存
命
の
頃
か

ら
武
見
家
の
人
々
は
法
華
信
仰

の
絆
で
堅
く
結
ば
れ
て
い
て
、

必
ず
年
一
回
家
族
と
共
に
身
延

山
に
詣
で
、
朝
は
仏
壇
の
前
で

の
お
勤
め
が
行
わ
れ
て
い
る
。

敬
三
氏
は
次
男
で
あ
る
が
、

武
見
家
の
意
志
を
継
ぐ
証
と
し

て
、
堀
之
内
妙
法
寺
住
職
に
、

曼
荼
羅
の
染
筆
を
願
い
出
た
。

ま

ん

だ

ら

せ

ん

ぴ

つ

そ
の
時
の
住
職
は
日
蓮
教
学

の
最
高
権
威
・
茂
田
井
教
亨
先

も

た

い

き

ょ

う

こ

う

生
で
あ
っ
た
。
茂
田
井
先
生
は

「
領
家
の
尼
」
の
新
尼
に
は
御

り

ょ

う

け

本
尊
を
授
与
し
、
大
尼
に
は
授

与
し
な
か
っ
た
因
由
を
説
明
し

い

ん

ゆ

て
授
け
た
。

敬
三
氏
は
自
身
が
思
い
悩
ん

だ
時
、
政
治
課
題
で
判
断
が
求

め
ら
れ
る
時
、
茂
田
井
先
生
が

認
め
た
御
本
尊
の
前
で
端
坐
し
、

御
題
目
を
唱
え
て
心
を
整
え
る

と
い
う
。

平成29年3月1日1月/3月/7月/10月/12月発行 本照寺だより

■
新
年
号
は
喪
中
に
つ
き
お
休
み
と
し
ま
し

た
の
で
、
付
け
届
け
用
払
込
用
紙
は
こ
の
度
の

送
付
と
な
り
ま
し
た
。
■
美
空
ひ
ば
り
の
法
号
は

慈
唱
院
美
空
日
和
清
大
姉
で
す
が
、
当
初
は
清
が
無

み

そ

ら

く
、
一
般
的
な
大
姉
で
し
た
。
当
時
皆
で
「
あ
の
国
民

的
大
ス
タ
ー
の
美
空
ひ
ば
り
が
大
姉
？
」
な
ど
と
言
っ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
を
聞
い
て
か
？

後
日
、
清
が
追
贈
さ
れ
た
次
第
。
今
回
は
日

蓮
宗
に
ゆ
か
り
の
人
と
し
て
２
人
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
何
と
い
っ

て
も
そ
の
最
高
位
は
宮
沢
賢
治
で
し
ょ
う
。
法
華
経
無
く
し
て
一
連

の
児
童
文
学
は
生
ま
れ
ず
、
『
宮
沢
賢
治
』
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
今
、

宮
沢
賢
治
は
岩
手
県
花
巻
市
、
日
蓮
宗
身
照
寺
に
「
居
り
ま
す
」
。

編
集
後
記

な
ど

日

蓮

宗

に

ゆ

か

り

の

深

い

２

人

を

ご

紹

介

し

ま

す

●
私
生
活
へ
の
応
用

個
人
・
家
庭
・
私
的
な
組
織
で

の
応
用
例
を
表
に
ま
と
め
ま
し

た
。

①
の
場
合
、
外
部
の
視
線
と

し
て
は
配
偶
者
・
子
ど
も
が
適

任
で
し
ょ
う
。
誰
し
も
配
偶
者

や
親
の
健
康
を
願
う
で
し
ょ
う

か
ら
、
自
分
と
利
害
が
一
致
す

る
た
め
で
す
。

②
の
場
合
、
子
ど
も
・
兄
弟
・

配
偶
者
の
兄
弟
・
配
偶
者
の
親

が
外
部
の
視
線
に
適
任
で
し
ょ

う
。
誰
し
も
自
分
の
親
・
兄
弟
・

子
ど
も
の
経
済
的
な
安
定
を
願

う
と
思
わ
れ
る
た
め
で
す
。

③
の
場
合
、
サ
ー
ク
ル
の
OB
・

OG
が
外
部
の
視
線
に
適
任
で
し
ょ

う
。
自
分
の
所
属
し
て
い
た
組
織

の
存
続
を
願
っ
て
い
る
方
が
多
い

だ
ろ
う
か
ら
で
す
。

●
今
後
の
抱
負

外
部
の
視
線
の
導
入

は
、
確
か
に
個
人
・

組
織
の
改
善
対
応
の

実
行
率
を
高
め
ま
す

が
、
手
間
が
か
か
る

の
が
難
点
で
す
。

零
細
組
織
で
取
り
入

れ
る
場
合
、
人
手
が
足

り
ず
他
の
業
務

に
支
障
が
出

る

恐

れ

も

あ
り
ま
す
。

今
後
、
本
照

寺
で
は
、
業
務
量
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
慮
し
な
が
ら
、
ポ
イ
ン
ト
を

絞
っ
て
外
部
の
方
の
視
線
を
取
り

入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

副住職のコーナー

反省を行動へつなげるための
外部の力（後編）

前
回
は
、
外
部
の
視
線
が
良
質

な
反
省
・
改
善
対
応
の
実
施
を

促
す
と
い
う
話
で
し
た
。
今
回

は
、
そ
の
私
生
活
へ
の
活
か
し

方
で
す
。

◆
慈
唱
院
美
空
日
和
清
大
姉
（
じ
し
ょ
う
い
ん
み
そ
ら
に
ち
わ
せ
い
た
い
し
）
。

美
空
ひ
ば
り
の
法
号
で
あ
る
。
今
回
は
日
蓮
宗
に
ゆ
か
り
深
い
方
を
ご
紹

介
し
た
い
。
誰
も
が
知
る
歌
手
、
「
美
空
ひ
ば
り
」
、
そ
し
て
参
議
院
議

員
「
武
見
啓
三
」
で
あ
る
…
「
我
が
家
の
仏
教
・
日
蓮
宗
」
渡
辺
宝
陽
・
四
季
社
よ
り
。

武
見
啓
三
（
た
け
み
・
け
い
ぞ
う
）

昭
和
26
年
11
月

５
日
東
京
都
港
区
生
ま
れ
。
慶
應
大
学
法
学
部
政
治
学

科
卒
業
。
教
授
、
TV
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
か
ら
平
成
７
年
参

議
院
議
員
に
初
当
選
。
現
在
４
期
目
。
慶
應
義
塾
大
学
、

長
崎
大
学
、
身
延
山
大
学
客
員
教
授
。
外
務
政
務
次
官
、

参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
、
厚
生
労
働
副
大
臣
を
歴
任
。

お
題
目
と
の
出
会
い

ケ
ン
カ
太
郎
の
次
男

CD「不死鳥」のジャケットより

毎
年
家
族
で
身
延
に

「人生は学校である。そこでは幸福よりも不幸の方が、よりよい教師となる」
マリー・エッツェンバッハ（オーストリア女流作家・ウィーン大学名誉博士）

美
空
ひ
ば
り
（
昭
和
12
年
５
月
29
日
～
平
成
元
年
６
月
24
日
）
は
、
日
本

の
歌
手
、
女
優
。
横
浜
市
磯
子
区
出
身
。
12
歳
で
デ
ビ
ュ
ー
し
て
「
天
才
少
女

歌
手
」
と
謳
わ
れ
て
以
後
、
歌
謡
曲
・
映
画
・
舞
台
な
ど
で
活
躍
し
自
他
共
に

「
歌
謡
界
の
女
王
」
と
認
め
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
昭
和
の
歌
謡
界
を
代
表

す
る
歌
手
・
女
優
の
１
人
で
あ
り
、
女
性
と
し
て
史
上
初
の
国
民
栄
誉
賞
を
受

賞
し
た
。
本
名
は
加
藤

和
枝
。
愛
称
は
御
嬢
（
お
じ
ょ
う
）
。
身
長
１
４
７
㌢
。
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