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受
講
者
の
感
想
よ
り

▼
早
朝
の
作さ

務む

か
ら
始
ま
り
、
鎮
魂
行
・

易
筋
行
と
進
む
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
学
生

時
代
の
初
心
に
帰
っ
た
よ
う
で
、
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
講
習
会
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
指
導
者
論
も
法
話
も
儀
式
要
領

も
、
日
々
の
指
導
や
修
行
に
気
づ
き
と
役

立
つ
と
こ
ろ
が
多
く
実
の
あ
る
も
の
で
し

た
。
法
座
は
初
め
て
の
経
験
、
道
院
で
も

機
会
が
あ
れ
ば
開
催
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

▼
こ
こ
に
至
る
道
の
り
は
、
誰
も
が
等
し

く
相
応
の
勉
強
を
経
て
の
参
加
で
す
。
仕

事
や
学
業
多
忙
の
中
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら

発
願
し
て
刻
ん
で
き
た
道
の
り
に
、
同
志

的
共
有
感
覚
が
芽
生
え
、
仲
間
意
識
の
強

い
受
講
と
な
り
ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

沿
っ
て
進
む
内
容
は
、
金
剛
禅
の
本
質
を

・僧階補任講習・

初
生
の
赤
子
と
し
て
心
を
磨
く
一
日

布
教
者
の
使
命
と
自
覚
を
新
た
に
す
る

　

本
山
で
は
、
中
導
師
お
よ
び
大
導
師
補
任
講
習
が
年
に
２
回
、
少
法
師
補
任
講
習
が
年
１
回
、
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
講
習
は
、
金
剛
禅
の
教
え
を
よ
り
深
く
学

び
、
各
地
、
各
道
院
に
お
い
て
実
践
活
動
を
積
む
と
い
っ
た
、
あ
る
一
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
初
め
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
行
」と
し
て
の
少
林
寺
拳
法

の
指
導
者
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
づ
く
り
の
根
幹
で
あ
る
教
え
を
説
き
、
法
を
伝
え
る
金
剛
禅
布
教
者
と
し
て
、
人
を
導
く
方
法
を
具
体
的
に
学
び
ま

す
。
特
集
で
は
、
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
僧
階
補
任
講
習
の
一
日
を
お
伝
え
し
ま
す
。
金
剛
禅
の
奥
深
さ
を
体
感
で
き
る
こ
の
講
習
に
、
次
は
あ
な
た
も
参
加

し
ま
せ
ん
か
。

担当／山下真由美

2011年7月17日　僧階補任講習（中導師・大導師）

朝の清澄な空気は、何か新しいこ
とが始まる予感をさせます。

　作務
集合、諸連絡後、早速作務から。
ただ拭

ふ

くのではなく、磨き上げる
つもりで取り組みます。作務を通
して、自分自身と向き合い、修行
者としての初心に帰ります。

　朝食
金剛禅門信徒の修行法の中にもあ
る「食養」。食物（いのち）を感謝の
気持ちで頂きます。

　実習Ⅰ「鎮魂行」
講師は田村明宗務局長。主座・打
棒の所作を確認後、実際に、主
座・打棒を務めてみます。本堂の
祭壇の前で務める主座は、道院で
行う鎮魂行とはまた違った緊張感
を味わえます。

　実習Ⅱ
「少林寺拳法修行法」
川端哲講師

「武としての少林寺拳法」であると
同時に「行としての少林寺拳法」で
もあることを実感します。
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改
め
て
学
び
、
そ
し
て
自
分
の
原
点
を
振

り
返
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
し
た
。
特

に
、
法
話
演
習
に
お
い
て
は
、
短
時
間
の

間
に
興
味
を
そ
そ
り
、
自
分
の
思
い
と
教

義
を
簡
潔
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と

の
難
し
さ
と
面
白
さ
を
再
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

▼〝
少
林
寺
拳
法
の
こ
と
を
よ
り
深
く
、

よ
り
正
し
く
知
り
た
い
〟、
こ
れ
が
私
が

僧
階
補
任
を
志
し
た
率
直
な
理
由
で
し

た
。
日
ご
ろ
の
道
院
で
の
修
練
と
は
ま
た

違
っ
た
緊
張
感
が
背
筋
を
正
し
て
く
れ
、

と
て
も
新
鮮
な
気
持
ち
で
臨
む
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
９
時
間
に
及
ぶ
盛
り
だ
く
さ

ん
の
内
容
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ひ
と
と
き

も
気
の
緩
む
こ
と
の
な
い
充
実
し
た
も
の

で
し
た
。
こ
の
講
習
で
得
ら
れ
た
刺
激
と

緊
張
感
は
講
習
を
終
え
帰
宅
し
た
後
も
当

分
残
り
、
寝
床
に
入
っ
た
そ
の
夜
も
講
師

の
先
生
方
や
受
講
生
の
表
情
が
何
度
も
思

い
出
さ
れ
、
す
ぐ
に
眠
り
に
つ
け
な
か
っ

た
ほ
ど
で
し
た
。

▼
達だ

る

磨ま

祭
法
要
の
実
習
で
は
、
僧
階
補
任

講
習
で
大
導
師
を
補
任
さ
れ
る
道
院
長
の

先
生
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ

る
と
同
時
に
、
私
も
権
大
導
師
補
任
を
目

指
す
と
と
も
に
、
６
年
後
は
ま
た
僧
階
補

任
講
習
を
受
講
し
、
本
日
、
大
導
師
に
な

ら
れ
た
道
院
長
の
先
生
方
を
目
指
し
努
力

し
た
い
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

  	 講義Ⅰ	 中導師「指導者論」松本好史講師、大導師「金剛禅の布教について」東山忠裕講師

	 講義Ⅱ	 中導師「教学原論」川端哲講師、実習Ⅲ　大導師「法話演習」須田剛講師

午後は浦田武尚代表の激励の言葉
から始まりました。「心の指導者
として、皆さんのますますの布
教・普及活動に期待します」

　法座　今井健講師
法座とは、参加者同士が話し合い
ながら互いに教化し合うことです。

　実習Ⅲ、Ⅳ　
「儀式要領」田村明局長
実際に達磨祭の儀式要領にのっ
とって、導師を務めます。導師の
所作は、その一つ一つが儀式の雰
囲気を左右します。

僧階辞令授与式・閉講式
大導師に９人、中導師に４人が新
たに補任されました。聴講生７人
を含め20人が参加した今講習。金
剛禅の教えが身心に染み入る、内
容の濃い充実した一日となりまし
た。

　

「毎回新たな準備と新鮮な気持ちで臨んでいます」という講師陣。指導者自身も修行者であること
を感じさせます。練られた内容の講義は、受講者をぐいぐいと引き付けていました。
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階
級
で
す
が
、
僧
階
は
教
え
を
人
に
伝

え
、
道
院
内
は
も
ち
ろ
ん
社
会
に
役
立
て

る
人
を
育
て
て
い
く
た
め
の
、
指
導
性
に

重
き
を
置
い
た
資
格
で
す
。

　

そ
れ
は
、
法
階
で
は
考
試
に
合
格
す
る

と
師
家
に「
允い

ん

可か（
＝
認
め
る
こ
と
）」を
受

け
ま
す
が
、
僧
階
で
は
審
査
に
合
格
す
る

と
師
家
に「
補
任（
＝
役
職
に
任
命
す
る
こ

と
）」を
受
け
る
こ
と
、
ま
た「
人
を
正
し

い
道
に
導4

く
師4

」と
書
い
て
、
資
格
の
称

号
を「
導
師
」と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

階
級
の
性
質
そ
の
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

　

僧
籍
に
編
入
す
る
と
、
初
め
に
少
導
師

に
補
任
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
現
行
で
は
少

拳
士
以
上
の
法
階
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

僧
籍
編
入
の
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

僧
階
で
は
教
学
全
般
、
布
教
の
進
め

方
、
指
導
の
あ
り
方
な
ど
に
関
す
る
幅
広

い
知
識
を『
僧
階
教
本
』に
よ
っ
て
学
び
、

定
め
ら
れ
た
課
題
に
関
し
て
レ
ポ
ー
ト
を

ま
と
め
ま
す
。

　

ま
た
教
本
で
得
た
知
識
を
適
切
に
運
用

で
き
る
よ
う
、
道
院
で
も
法
話
を
行
っ
た

り
、
入
門
式
・
新
春
法
会
な
ど
の
儀
式
行

事
の
運
営
に
携
わ
り
な
が
ら
経
験
を
積
む

こ
と
で
、
導
師
と
し
て
の
実
力
を
つ
け
て

い
く
の
で
す
。

　

現
在
、
金
剛
禅
教
団
に
は
多
く
の
指
導

者
が
い
ま
す
が
、
組
織
と
し
て
健
全
で
あ

る
た
め
に
も
、
や
は
り
指
導
者
自
身
が
慢

心
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
研け

ん

鑽さ
ん

に
努
め
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
更
に
、
次
世
代
の
社

会
を
担
う
新
し
い
布
教
者（
指
導
者
）を
育

て
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
の
確
か
な
道
筋
が
金
剛
禅
の

僧
階
制
度
に
は
必
ず
あ
り
ま
す
。

　

僧
階
は
、
金
剛
禅
を
正
し
く
伝
道
し
、

ま
た「
行
」と
し
て
の
少
林
寺
拳
法
を
正
し

く
指
導
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
金
剛

禅
総
本
山
少
林
寺
に
定
め
ら
れ
た
布
教
者

の
資
格
で
、
金
剛
禅
師し

家け

に
よ
っ
て
補
任

さ
れ
ま
す
。
道
院
内
で
の
僧
階
の
有
資
格

者
は
、
道
院
長
を
補
佐
し
、
道
院
長
と
と

も
に
門
信
徒
を
教
化
育
成
す
る
リ
ー
ダ
ー

的
な
存
在
と
し
て
、
今
後
の
活
躍
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

少
林
寺
拳
法
に
は
武
階
、
法
階
そ
し
て

僧
階
と
い
う
三
つ
の
階
級
制
度
が
あ
り
ま

す
が
、
特
に
法
階
と
僧
階
に
は
次
の
よ
う

な
相
違
点
が
あ
り
ま
す
。

　

法
階
は
金
剛
禅
修
行
法
に
よ
る
自
分
自

身
の
修
養
度
と
、
教
え
の
実
践
度
を
表
す

・僧階補任講習・

こ
こ
で
は
、
今
徐
々
に
普
及
し
つ
つ
あ
る「
僧
階
制
度
」に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
僧
階
」を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
、
そ
し
て
共
に
学
び
ま
し
ょ
う
！

文／宗務部

１
．
僧
階
の
目
的
は
？

２
．
法
階
と
僧
階
と
の
違
い
は
？

３
．
履
修
の
中
身
は
？

４
．
人
を
育
て
る
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地
域
や
組
織
に
対
す
る
協
力
・
貢
献
度

vol.18　宗務局長　田村 明

身を律する

　

前
回「
釈
迦
如
来
双
跡
霊
相
図
」で
足
跡

を
追
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
う
た
。
毎
回

の
鎮
魂
行
で
唱
和
す
る
教
典
、
そ
こ
に
は

我
々
の
目
指
す
べ
き
目
的
地
と
、
そ
こ
に

向
か
う
道
筋
と
、
そ
の
た
め
の
実
践
要
領

が
具
体
的
か
つ
明め

い

瞭り
ょ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。

言
行
一
致
が
本
分
の
我
々
、
振
り
返
っ
て

自
ら
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
自お

の
ずと

結

論
が
出
る
。

　

教
範
の「
金
剛
禅
の
教
義
」に
は
、
金
剛

禅
の
信
仰
の
中
心
で
あ
る「
ダ
ー
マ
」に
つ

い
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
は

「
釈
尊
の
遺
教
た
る
、
自
己
を
確
立
し
、

己
れ
を
寄
り
所
と
す
る
道
を
極き

わ

め
、
祖
師

ダ
ル
マ
の
遺
法
を
奉
じ
て
、
精
進
修
行

し
、
霊
肉
一い

ち

如に
ょ

、
行
念
一
致
の
修
行
の
功

徳
に
よ
っ
て
必
ず
成
道
し
得
る
と
信
ず
る

の
で
あ
る
」と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
修
行
は「
拳
禅
一
如
の
修

行
、
力
愛
不
二
の
思
想
」の
こ
と
で
、
行

念
一
致
は「
信
念
と
行
動
の
絶
対
両
立
」の

こ
と
で
あ
る
。
自
ら
に
厳
し
く
す
る
こ
と

が
修
行
に
は
大
事
な
の
で
あ
る
。
口
数
が

多
く
自
ら
の
修
行
を
怠
れ
ば
、
自
ら
に
厳

し
さ
が
な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
他
人

に
は
厳
し
い
己
が
見
つ
か
る
。
自
ら
率
先

し
て
稽け

い

古こ

に
励
む
の
が
道
筋
で
、
単
に
技

の
練
習
の
み
に
終
わ
っ
て
は
い
な
い
か
、

行
ず
る
自
分
を
見
失
っ
て
は
い
な
い
か
を

見
つ
め
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
幸
い

に
も
日
々
見
つ
め
直
す
鎮
魂
行
と
い
う
時

間
が
あ
る
。「
自
ら
を
律
す
る
こ
と
」。
こ

れ
が
修
行
の
始
ま
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

誰
そ
れ
は
大
範
士
に
な
っ
た
、
俺お

れ

は
あ

い
つ
よ
り
古
い
、
俺
の
ほ
う
が
エ
ラ
イ
と

思
う
の
に
…
…
と
い
う
よ
う
な
不
満
を
抱

い
て
い
る
人
も
い
た
り
す
る
が
、
古
い
か

ら
エ
ラ
イ
の
で
は
な
い
。
組
織
の
中
で
、

あ
る
い
は
組
織
の
中
心
に
対
し
て
、
自
分

が
ど
れ
だ
け
の
貢
献
を
し
、
ど
れ
だ
け
の

プ
ラ
ス
に
な
っ
た
か
、
反
省
し
て
く
れ
。

　

例
え
ば
、
古
い
人
た
ち
の
な
か
に
、
七

段
、
八
段
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
弟

子
を
道
院
長
に
育
て
た
実
績
の
な
い
人
も

い
ま
す
。
弟
子
を
育
て
ら
れ
な
い
。
技
は

う
ま
く
自
分
だ
け
が
強
い
。
自
分
だ
け
で

満
足
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
は
、
や
は

り
指
導
者
と
し
て
は
欠
陥
が
あ
る
。
技
が

う
ま
く
な
る
た
め
に
努
力
し
て
き
た
、
そ

の
こ
と
の
価
値
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
組

織
に
と
っ
て
の
価
値
も
大
き
い
か
と
い
う

と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

　

地
域
で
何
か
行
事
を
や
っ
て
も
顔
も
出

さ
な
い
。
む
し
ろ
反
対
を
し
た
り
、
邪
魔

を
し
た
り
す
る
人
も
お
る
。
そ
う
い
う
人

は
、
地
域
に
対
す
る
協
力
・
貢
献
度
、
ひ

い
て
は
組
織
に
対
す
る
協
力
・
貢
献
度
と

い
う
こ
と
で
は
減
点
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。

　

ま
た
、
自
分
の
周
辺
を
よ
く
考
え
て
み

な
さ
い
。
こ
れ
ま
で
に
何
千
、
何
万
と
い

う
人
た
ち
の
顔
を
見
、
口
を
き
い
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
本
当
に

仲
よ
く
で
き
る
人
を
、
君
た
ち
は
何
人

持
っ
て
い
る
か
な
。
何
か
あ
っ
た
と
き
に

は
真
っ
先
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
る
よ
う

な
、
そ
う
い
う
大
事
な
人
に
自
分
は
今
ま

で
何
を
し
て
い
た
か
。
人
間
と
し
て
の
つ

き
あ
い
が
全
然
で
き
な
い
人
も
お
る
。

　

地
域
、
組
織
は
自
分
の
外
に
あ
る
の
で

は
な
い
。
自
分
た
ち
が
地
域
で
あ
り
組
織

で
あ
る
。
弟
子
も
組
織
の
一
員
で
あ
り
、

だ
か
ら
弟
子
た
ち
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と

を
ど
れ
だ
け
や
っ
て
い
る
か
、
ま
た
上
部

機
関
に
自
分
が
ど
れ
だ
け
貢
献
し
て
い
る

か
、
こ
れ
が
考
え
方
の
基
本
な
の
で
あ
る
。

開祖語録
ダイジェスト

1975年12月 定例
（道院長会・武専講
義）の法話
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「
先
生
は
霊
魂
の
存
在
を
認
め
ま
す
か
？
」と
修
練

後
の
話
の
中
で
聞
い
た
。
先
生
は
幽
霊
に
出
会
っ
た

こ
と
も
、
臨
死
に
際
し
て
幽
体
離
脱
を
経
験
し
た
こ

と
も
な
い
の
で
、「
わ
か
ら
な
い
」と
答
え
た
。「
霊
」

や「
魂
」を
、
肉
体
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
精
神
的
実

体
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
問
い
は
極
楽
や
天
国
の
有

無
を
問
う
の
と
同
様
に
、
あ
る
と
思
う
人
に
は
あ
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
科
学
的
に
証
明
不
能
な
問
い
で
あ

り
、
肉
体
の
死
と
と
も
に「
わ
た
し
」も
な
く
な
る
、

つ
ま
り「
わ
た
し
」に
と
っ
て「
わ
た
し
の
死
」は
な
い

と
考
え
る
な
ら
ば
、
刺
さ
っ
た
矢
を
抜
き
、
い
か
に

生
き
る
か
が
優
先
す
る
。
己
の
願
望
に
目
を
く
ら
ま

す
こ
と
の
な
い
知
恵
を
身
に
つ
け
、
我
欲
を
抑
え
、

「
霊
性
で
あ
る
魂
を
修
め
」、
人
ら
し
く
生
き
抜
く
よ

う
に
修
行
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

　
「
魂
」に
比
較
し
て
、「
霊
性
」と
い
う
言
葉
は
、
な

じ
み
が
薄
い
。
英
語
の〝spirituality

〟の
日
本
語
訳

が「
霊
性
」で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
心
霊
」と
類
似
の
意

味
と
し
、
霊
魂
な
ど
の
超
自
然
的
な
存
在
を
信
じ
る

こ
と
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
の
結
び
つ
き
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
意
義
を
置
く
考
え
と
と
ら

え
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
お
お
む
ね「
人
間
や

動
物
の
体
に
宿
っ
て
、
心
の
働
き
を
つ
か
さ
ど
り
、

尊
く
目
に
見
え
な
い
不
思
議
な
働
き
」と
解
し
て
お

け
ば
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　

日
本
の
禅
を
世
界
に
広
め
た
人
の
代
表
で
も
あ
る

鈴
木
大
拙
は
、
精
神
と
物
質
と
の
奥
に
あ
り
、
こ
の

二
つ
を
一い

ち

如に
ょ

と
な
す
も
の
が
霊
性
で
あ
る
と
い
う
。

精
神
に
は
倫
理
性
が
あ
り
、
霊
性
は
そ
れ
を
超
越
し

て
い
る
と
す
る
。「
我
々
の
心
の
も
と
、
心
の
働
き

の
出
ど
こ
ろ
、
我
々
の
存
在
の
根
底
を
な
し
、
知
情

意
を
働
か
せ
る
原
理（
を
）霊
性
と
呼
ぶ
…
…
だ
が

霊
性
と
い
う
実
体
が
、
別
個
に
あ
る
の
で
は
な
い
、

我
々
の
心
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
、

即す
な
わ

ち
心
の
本
体
に
、
仮
に
霊
性
と
い
う
名
を
付
し

た
…
…
」と
述
べ
て
い
る
。

　
「
霊
性
」を「
宇
宙
の
中
の
命
の
自
覚
」と
と
ら
え
、

人
間
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
に
霊
性
は
あ
る

と
考
え
る
人
も
い
る
。
大
乗
仏
教
あ
る
い
は
禅
宗
に

お
け
る「
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
う

」と
類
似
す
る
見
方

で
、「
霊
性
」に「
個
別
の
宗
教
性
を
越
え
て
、
宗
教

の
共
通
の
基
盤
を
見み

い

出だ

し
て
い
こ
う
と
す
る
、
超
宗

教
性
や
通
宗
教
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
衝
動
が
あ

る
」と
す
る
。

　

ま
た
、
私
た
ち
が
経
験
す
る
現
実
と
い
う
世
界

は
、
現
実
の
表
層
に
す
ぎ
ず
多
層
構
造
で
あ
り
、
人

間
の
意
識
も
多
層
構
造
で
あ
る
。
浅
い
表
層
意
識
で

は
現
実
の
浅
い
表
面
の
み
見
え
、
意
識
の
深
層
に
は

現
実
の
深
層
が
見
え
る
。
ま
た
、
意
識
が
表
層
か
ら

深
層
へ
と
変
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て「
方
法
的

組
織
的
な
修
行
」（
井
筒
俊
彦
）が
必
要
で
あ
る
と
い

う
考
え
や
、
そ
の
考
え
の
意
義
を
認
め
つ
つ「
深
い

意
識
の
層
に
お
け
る
体
験
を
持
っ
た
人
が
、
必
ず
し

も
表
層
の
レ
ベ
ル
の
問
題
解
決
に
役
立
つ
と
も
か
ぎ

ら
な
い
」（
河
合
隼
雄
）と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
、
人
間
の
霊
性
と
は
学
歴
や
出

身
、
性
別
、
人
種
に
関
係
な
く
、
己
の
欲
を
抑
え

て
、
他
者
に
慈
悲
を
持
っ
て
行
動
す
る
人
の
中
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
己
も
修
行
に

よ
っ
て
そ
う
な
り
え
る
と
信
じ
る
根
拠
で
も
あ
る
。

「
凡
そ
人
心
は
、
即
ち
神
な
り
仏
な
り
、
神
仏
即
ち

霊
な
り
」と
い
う
の
が
私
た
ち
の
考
え
で
も
あ
る
が
、

「
人
間
の『
霊
性
』」と
は
何
か
、
ど
う
考
え
る
か
を
問

う
こ
と
は
、
少
林
寺
拳
法
の
修
行
目
的
を
問
う
こ
と

で
あ
り
、
人
間
性（
慈
悲
心
と
行
動
力
）を
高
め
る
こ

と
が
で
き
る
信
の
有
無
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
よ
う

に
思
う
。
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開
祖
が
志
を
立
て
金
剛
禅
教
団
を
設
立
し
64
年
の

時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
紛
れ
も
な
い
唯
一
無

二
の
教
団
と
成
り
、
道
は
で
き
た
。
ダ
ー
ヴ
ィ
ン
は

言
う
。「
時
代
に
最
も
適
応
で
き
る
生
き
物
が
生
き

残
る
」。
今
回
の
改
革
は
正
に
生
き
残
り
を
賭
け
た

改
革
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
の
変
化
で
あ
り
、
社
会

の
変
化
へ
の
対
応
で
あ
る
。
教
団
組
織
の
使
命
、
責

任
と
し
て
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
変
え
て
は
な
ら
な
い
部
分
と
変
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
部
分
に
分
か
れ
る
。
唯
一
無
二
の
教
団
と
し

て
、
未
来
に
向
っ
て
社
会
に
必
要
と
さ
れ
役
に
立
つ

組
織
と
し
て
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
過
去
と
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
過
去

が
あ
る
。
組
織
を
形
成
し
て
い
る
我
々
指
導
者
も
改

革
の
根
幹
を
正
し
く
理
解
し
、
開
祖
が
組
織
を
創
始

さ
れ
た
と
き
の
志
を
知
り
、
原
点
に
帰
る
こ
と
を
改

革
の
初
め
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

経
営
学
者
の
Ｐ
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
改
革
の
要

点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
組
織

に
は
二
つ
の
基
本
的
な
機
能
が
存
在
す
る
。
す
な
わ

ち
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

多
く
の
組
織
が
創
造
性
を
抑
制
し
て
い
る
が
、
新
し

い
こ
と
に
挑
戦
す
る
た
め
の
実
験
的
な
取
り
組
み
へ

の
意
欲
は
非
常
に
重
要
で
、
脅
威
で
は
な
く
機
会
だ

と
い
う
意
識
を
組
織
全
体
に
浸
透
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
。
体
系
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
改
善
と
は
、
変

化
に
向
け
て
の
明
確
な
組
織
的
探
究
で
あ
り
、
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ
る
機
会
の
体

系
的
分
析
を
し
、
機
会
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

変
化
の
探
究
と
変
化
に
向
け
て
の
体
制
づ
く
り
、
更

に
変
化
を
生
か
す
努
力
で
あ
る
」。
こ
の
解
説
に
お

い
て
注
目
さ
れ
る
点
は
、
変
化
は
脅
威
で
は
な
く
機

会
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
機
会
と
は

チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
生
か
す
努
力
が
必
要
な
の
だ
。

　

我
々
は
易
筋
行
で
あ
る
少
林
寺
拳
法
を
通
じ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
対
し
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
技

術
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
お
の
ず
と
、
時
代
の
変
化

に
も
自
分
が
変
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
と
き
輝
く
も
の
を
自
分
自
身
で
つ
か
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
次
の
時
代
を
造
る
と
き
、
捨
て
る
勇
気

が
必
要
で
あ
り
、
新
し
い
物
を
得
る
た
め
に
は
、
過

去
と
経
験
を
捨
て
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
人

と
人
が
勘
と
感
性
で
触
れ
合
い
昂た

か

ぶ
れ
る
こ
と
は
、

苦
し
い
こ
と
も
楽
し
い
こ
と
も
含
め
て
、
素
敵
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
面
白
が
れ
る
こ
と
に
挑
戦
し
、
互
い
の
気

持
ち
を
一
つ
に
し
て
行
動
し
、
生
き
て
い
る
こ
と
の

楽
し
さ
を
感
じ
、
世
の
中
が
自
分
を
必
要
と
す
る
こ

と
、
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
自
分
自
身
の
存
在
価
値

で
あ
り
、
ま
た
、
世
間
に
認
知
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
存
在
の
真
の
価
値
な
の
で
あ
る
。
後
で
熱
く
な
る

の
で
は
な
く
我
々
が
共
有
す
る
理
念
、
思
想
で
昂
ぶ

り
熱
く
な
り
踏
み
出
す
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
る
。

　

も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で

あ
る
。
こ
の
市
場
性
は
時
代
と
と
も
に
多
様
な
変
化

を
し
て
お
り
、
少
子
高
齢
化
、
経
済
的
破は

綻た
ん（

リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
）、
そ
し
て
３
月
11
日
に
発
生
し
た

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
、
東
日
本
大
震
災
、
特
に

こ
の
震
災
に
お
い
て
は
多
く
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
、

積
み
重
ね
て
き
た
財
産
が
海
に
飲
ま
れ
、
人
生
観
そ

の
も
の
が
変
わ
る
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
市
場
性
に

つ
い
て
は
、
刻
一
刻
と
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
す
る
た

め
、
特
に
状
況
分
析
と
市
場
ニ
ー
ズ
の
分
析
、
ま
た

過
去
の
デ
ー
タ
と
の
比
較
、
世
の
中
が
求
め
る
要
素

研
究
が
必
要
と
な
る
。

　

金
剛
禅
教
団
は
独
自
性
を
持
っ
た
唯
一
無
二
の
組

織
で
あ
り
創
始
か
ら
変
わ
ら
ぬ
教
義
を
持
ち
、
少
林

寺
拳
法
と
い
う
独
自
の
技
法
を
持
っ
た
武
道
団
体
、

ま
た
学
校
法
人
を
持
つ
社
会
教
育
団
体
と
し
て
、
広

く
社
会
の
役
に
立
て
る
組
織
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
根
底
に
調
和
の
思
想
と
人
づ
く
り
に
よ
る
国
づ

く
り
を
理
念
に
理
想
境
建
設
を
目
指
す
組
織
と
し

て
、
真
に
世
間
に
必
要
と
さ
れ
る
た
め
に
、
我
々
指

導
者
が
人
の
霊ひ

止と

た
る
我
を
認
識
し
、
自
分
の
可
能

性
を
信
じ
、
組
織
改
革
の
意
義
を
理
解
し
行
動
す
べ

き
と
き
が
正
に
今
な
の
で
あ
る
。

岐
阜
御
嵩
道
院　

増
田
計
義
道
院
長

時
代
の
変
化
と
組
織
改
革

みち
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新連載　金剛禅オフィシャルサイト連動企画　http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/aun/index.html

ダイジェスト ×

道院長

元気の素

ダイジェスト ×

志を
　　つなぐ

加古川米田道院
道院長　村

むら

田
た

 素
もと

彦
ひこ

（35歳）

―
―
道
院
長
に
な
っ
て
出
会
っ
た
感
動
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

見
学
者
が
来
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
、
何

も
指
示
し
て
い
な
い
の
に
、
高
学
年
の
拳

士
が
見
学
者
用
の
椅い

子す

を
並
べ
て
く
れ
ま

し
た
。
少
年
部
に「
自
分
で
考
え
て
行
動

し
よ
う（
主
体
性
）」「
気
配
り
を
し
よ
う
」

と
指
導
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を
き

ち
ん
と
と
ら
え
て
行
動
し
て
く
れ
た
ん
だ

と
感
じ
と
て
も
嬉う

れ

し
か
っ
た
で
す
。
一
人

が
動
き
だ
す
と
他
の
後
輩
拳
士
も
別
の
場

面
で
同
じ
よ
う
に
自
ら
動
い
て
く
れ
て
、

よ
い
流
れ
が
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
私
は
自
分
の

身
近
な
と
こ
ろ
で
小
さ
な
理
想
境
を
創つ

く

る

と
い
う
気
持
ち
で
運
営
を
始
め
ま
し
た
。

ま
ず
は
こ
の
身
近
な
環
境
を
変
え
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

※
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
な
ど
、
金
剛
禅
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ

イ
ト
の
全
文
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

よ
り
よ
い
人
間
関
係
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
ま
れ
る

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
創
る
小
さ
な
理
想
境

大
おお

屋
や

 昭
あき

夫
お

　98期生
大導師大範士八段

vol.3vol.3

自
他
共
楽
の
教
え
ど
お
り
、

思
い
や
り
と
感
謝
で
広
が
る
人
間
関
係

　
「
半
ば
は
自
己
の
幸
せ
を　

半
ば
は
他ひ

人と

の
幸
せ
を
」と
い
う
思
い
や
り
と
感
謝
、

こ
の
二
つ
が
き
ち
ん
と
で
き
た
ら
、
そ
れ

で
よ
い
と
思
い
ま
す
。
人
生
に
は
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
本
当
に
お
陰

さ
ま
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
感
謝
す

る
ば
か
り
で
す
。
自
分
が
何
か
や
っ
て
あ

げ
て
い
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
話
。
よ

く
考
え
て
み
る
と
、
い
ろ
ん
な
人
の
支
え

で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

布
教
で
も
、
一
人
が
一
人
を
連
れ
て
き

た
ら
す
ぐ
に
倍
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
自

分
だ
け
が
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
で
は
な
く

て
、
こ
ん
な
に
い
い
も
の
だ
か
ら
や
ろ
う

よ
と
。
そ
の
と
き
に
、
こ
の
人
が
言
う
の

だ
か
ら
間
違
い
な
い
、
と
思
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
、
日
ご
ろ
か
ら
信
頼
関
係
を
築
い

て
い
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す

※
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
や
開
祖
の
思
い
出
な
ど
、
金
剛
禅
オ

フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
の
全
文
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

担当／山下真由美

全文はサイトへ

▼1967年、米沢大会後、
駅のホームにて

▲東京道院前で故・内山滋
東京道院道院長を囲んで
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上
が
り
ま
し
た
。
最
後
に
速
水
道
院

長
に
お
礼
と
感
謝
の
花
束
と
記
念
品

を
贈
呈
し
て
、
記
念
大
会
を
終
了
し

ま
し
た
。
Ｏ
Ｂ
拳
士
も
た
く
さ
ん
の

顔
を
見
せ
て
く
れ
て
、
楽
し
い
一
日

と
な
り
ま
し
た
。　　

 （
高
田
廣
司
）

洛
東
道
院

　

5
月
22
日
、
京
都
市
武
道
セ
ン

タ
ー
内
の
旧
武
徳
殿
で
、「
東
日
本

大
震
災
復
興
支
援　

少
林
寺
拳
法
公

開
演
武　

洛
東
2
0
1
1
」が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

毎
年
、
日
ご
ろ
の
成
果
を
発
表

し
、
少
林
寺
拳
法
を
布
教
す
る
た

め
、
46
年
前
よ
り
続
い
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
を

受
け
て
、
少
林
寺
拳
法
を
通
し
て
元

講
習
会
１
次

　

7
月
16
日
、
17
日
の
2
日
間
、
本

山
で
講
習
会
1
次
が
開
催
さ
れ
た
。

　

本
講
習
会
で
は「
原
理
原
則
」を

テ
ー
マ
に
掲
げ
、
技
術
修
練
、
講

義
、
討
議
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
原

理
原
則
は
技
法
の
み
な
ら
ず
、
日
常

の
場
に
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と

名
東
道
院

　

5
月
15
日
、
ホ
テ
ル
・
ル
ブ
ラ
王

山
で
名
東
道
院
40
周
年
記
念
大
会
を

行
い
ま
し
た
。

　

記
念
大
会
の
第
一
部
は
名
古
屋
森

孝
道
院
と
の
合
同
演
武
会
で
し
た
。

胴
を
着
け
た
拳
士
に
よ
る
奉
納
演
武

に
始
ま
り
、
小
中
学
生
の
演
武
、
コ

ミ
カ
ル
な
寸
劇
を
交
え
た
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
、
運
用
法
な
ど
、
来
賓
や
保

護
者
の
見
守
る
中
、
多
彩
な
内
容
の

演
武
会
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
様
子
は
中
日
新
聞
の
取
材
を
受

け
、
カ
ラ
ー
写
真
付
き
の
記
事
と
し

て
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
は
記
念
パ
ー
テ
ィ
で
し

た
。
速
水
信
之
道
院
長
の
挨あ

い

拶さ
つ

、
来

気
を
被
災
地
に
発
信
す
る
趣
旨
で
の

開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
基
本
演
練
、
少

年
団
・
中
高
生
・
一
般
と
そ
れ
ぞ
れ

の
団
体
演
武
の
ほ
か
、
法
形
紹
介
や

優
秀
弁
論
発
表
と
続
き
、
最
後
に
全

員
で
1
0
0
本
突
き
を
行
い
ま
し
た
。

　

武
徳
殿
に
響
き
渡
る
拳
士
の
気
合

が
、
ご
来
場
の
方
々
に
も
届
き
、
会

場
全
体
が
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。
震

災
復
興
に
向
け
て
、
こ
れ
か
ら
も
金

剛
禅
運
動
を
継
続
・
展
開
し
て
ま
い

り
ま
す
。　　
　
　
　
　

 （
西
謙
造
）

能
登
七
尾
道
院

　

６
月
12
日
朝
９
時
よ
り
、
七
尾
市

武
道
館
で
第
７
回
七
尾
市
民
体
育
大

会
少
林
寺
拳
法
競
技
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
午
前
中
に
大
会
は
終
了
し
ま
し

賓
の
方
々
の
祝
辞
に
続
き
、
名
東
道

院
の
40
年
を
映
像
で
振
り
返
る「
思

い
出
の
D
V
D
」上
映
が
あ
り
ま
し

た
。
続
い
て
、
ゲ
ス
ト
と
し
て
お
招

き
し
た
津
軽
三
味
線
の
演
奏
と
、
拳

士
を
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
た「
お
や

ぢ
バ
ン
ド
」の
猛
演
奏
で
、
立
食

パ
ー
テ
ィ
ー
の
会
場
は
大
い
に
盛
り

た
が
、
そ
の
後
に
能
登
七
尾
道
院
の

宗
道
臣
デ
ー
の
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

一
つ
目
は
、
東
日
本
大
震
災
の
援

助
金
を
集
め
る
た
め
に
、
一
突
き
に

対
し
て
１
円
の
寄
付
を
お
願
い
し

て
、
拳
士
一
人
1
0
0
0
本
突
き
に

挑
戦
し
ま
し
た
。
最
後
ま
で
全
員
で

頑
張
り
抜
き
、
終
わ
っ
た
後
は
、
汗

び
っ
し
ょ
り
に
な
り
ま
し
た
。
合
計

で
1
万
5
0
0
0
円
の
援
助
金
が
集

ま
り
、
少
林
寺
拳
法
グ
ル
ー
プ
の
義

援
金
に
募
金
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
七
尾
市
武
道
館
、
七
尾

市
総
合
体
育
館
周
辺
の
美
化
活
動

（
ゴ
ミ
拾
い
）を
行
い
ま
し
た
。
例
年

の
よ
う
に
タ
バ
コ
の
吸
い
殻
が
た
く

さ
ん
、
集
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

例
年
な
ら
空
き
缶
も
た
く
さ
ん
集
ま

る
の
で
す
が
、
今
年
は
ほ
と
ん
ど
落

ち
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。（

織
平
秀
一
）

NEWS			活動報告

投稿大募集　〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-17-5　東京別院 広報誌担当宛　TEL.03-5961-1400　FAX.03-5961-1401　
e-mail：aun@shorinjikempo.or.jp　※投稿記事は400字を目安とし、名前、所属、連絡先を忘れずにご記入ください。なお、誌面のつごう上、
原稿内容の整理・編集をさせていただく場合があります。原稿の選択はご一任ください。ホームページには誌面以外の投稿も掲載しています。

宗
道
臣
デ
ー
：

義
援
金
と
美
化
活
動

「
原
理
原
則
」を

掘
り
下
げ
る

仲
間
と
祝
う

40
周
年
記
念
大
会

元
気
を
被
災
地
に

発
信
す
る

い
う
趣
旨
の
下
実
施
し
た
。

　

技
術
修
練
で
は
単
に
個
々
の
法
形

を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
各
法
形
に
共

通
す
る
体
の
使
い
方
や
技
の
成
立
条

件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
技
法

に
対
す
る
理
解
度
や
修
得
度
を
深
め

て
い
け
る
よ
う
進
め
た
。

　

ま
た
、
浦
田
武
尚
代
表
の
講
義
や

田
村
明
宗
務
局
長
の
僧
階
講
義
で

は
、
実
生
活
に
お
い
て
も
存
在
す
る

原
理
原
則
を
日
常
生
活
や
人
と
人
と

の
関か

か

わ
り
の
中
で
生
か
し
て
い
け
る

よ
う
、
終
始
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
講
義

を
展
開
し
た
。

　

終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

「
技
の
見
方
、
考
え
方
が
日
常
生
活

で
も
活
用
で
き
る
と
思
っ
た
」「『
原

理
原
則
』に
基
づ
き
行
動
し
て
い
く

こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
」「
ぜ
ひ

ま
た
参
加
し
た
い
」な
ど
の
声
が

あ
っ
た
。　　
　
　
　

（
冨
田
雅
志
）
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大導師
■2011年７月17日付
太田 孝一（下高井戸南道院）
阪井 聡司（西船橋道院）
伊藤 浩司（仙台中野栄道院）
山下 研治（愛知浄水道院）
辻本 一榮（八尾高美道院）
平井 慎司（愛知朝日道院）
石塚 英樹（つくばみなみ道院）

中西 宏彰（和歌山宮道院）
勝又 直人（広島八丁堀道院）
中導師
■2011年７月17日付
中山 貴文（佐賀中部道院）
大内 邦浩（下高井戸南道院）
岡尾 浩二（松山武南道院）
五島 雅樹（柏原旭ケ丘道院）

正範士
■2011年６月12日付
　内 司（青森藤崎道院）
関 英明（長野戸狩道院）
永井 奨武（東京千代田道院）
菅原 正則（ＨＯＹＡ）
辻上 健矢（瀬戸中日文化センター）
東仲 太郎（三田松聖高校）
伊藤 秀樹（防州スポーツ少年団）
■2011年６月19日付
村田 昌治（近江八幡道院）
市原 昇（岐阜中央道院）
井上 晃（奈良富雄道院）
坂口 勝浩（大村西道院）
加藤 伸弘（木曽川道院）
■2011年６月26日付
深山 幸一（和歌山西脇道院）
安藤 清一（東大阪若江道院）
青山 継雄（遠江中道院）
髙畑 一郎（倉敷郷内道院）
川崎 敏行（奈良中央道院）

山中 輝夫（奈良中央道院）
河原 章二（大和郡山南道院）
山口 豪紀（高松東道院）
濱寄 泰正（尾張瀬戸道院）
宮本 富博（生駒道院）
平井 敏夫（市川北道院）
今泉 忠俊（福岡三橋道院）
𠮷田 博美（奈良中央道院）
三井 栄三（大阪美原道院）
准範士
■2011年６月12日付
中野 人忍（京都智恵光院道院）
三宅 耕三（西桑名道院）
大槻 敏朗（大和広陵道院）
藤田 竜太（我孫子道院）
真家 寛（常陸つくばね道院）
吉田 稔夫（熊谷西道院）
橋本 崇（埼玉上尾道院）
清水谷 正道（千葉美浜道院）
■2011年６月19日付
遠藤 聡（東京辰巳道院）

佐藤 靖宜（前橋橘道院）
杉浦 稔人（愛知知多道院）
藤岡 学（滋賀伊吹道院）
舟橋 弘晃（岡山大学）
宇津木 忠（岡山津島スポーツ少
年団）
■2011年６月26日付
河田 良造（大阪富木道院）
小山 直樹（湘南誠志道院）
炬口 孝一（阪神百貨店）
藤井 三四郎（福山東道院）
池島 武彦（浜松北道院）
佐竹 浩志（小坂井道院）
岩浅 一男（荒川道院）
津野 渉（高知南街道院）
坂本 英信（広島八丁堀道院）
忠平 訓（埼玉藤久保道院）
佐藤 裕之（帯広南道院）
牟田 和弘（和泉黒鳥道院）
門林 洋勝（大阪富木道院）
北村 耕一（滋賀守山道院）

大槻 和弘（東京目黒道院）
掛谷 暢昿（福山東道院）
亀山 正裕（綾南道院）
鈴木 忠英（東京目黒道院）
加藤 伊織（浜松可美道院）
安道 亮（京都鴨川道院）
菱井 隆之（大阪市役所）
中川 繁（京都乙訓道院）
三好 克美（綾南道院）
丸山 雅裕（滋賀守山道院）
石山 晃一（滋賀守山道院）
土田 光雄（紫香楽道院）
松本 隆道（浅草蔵前道院）
飯野 貴嗣（本部道院）
山川 智博（大阪産業大学附属中
学・高校）
小林 修（渋谷南道院）
中井 立（旭川北高校）
口村 淳（滋賀守山道院）
勝又 直人（広島八丁堀道院）

I N F O R M A T I O N
僧階昇任者

法階昇格者

▷郡山みほた道院　伊藤道院長
 50,000円
▷山上万智子　故内山滋道院長
息女 30,000円
▷蔵本朝子 故蔵本清道院長夫人
 20,000円

▷近藤典子 金一封
総本山少林寺改修基金
▷東京大塚道院 100,000円
▷鈴鹿中部道院　佐々木道院長
 30,000円

お布施

●新設  佐賀白石道院 梶原 俊一郎

2011年6月度　認証

９月の本山行事 17日（土）～18日（日）　講習会２次
	 18日（日）　僧階補任講習（少法師）
	 25日（日）　帰山

10月の本山行事 9日（日） 達磨祭
	 23日（日） 認証式

講習会2次開催のお知らせ
テーマ「原理原則」

少林寺拳法の技には必ず「原理原則」があります。本講習会では、技法の
原理原則を体感し、体得に向けて修練します。更に原理原則を日常生活
にも生かしていくことを各種プログラムを通じて考えましょう。

日　　時：9月17日（土）～18日（日）
　　　　　1日目　8：45～18：00
　　　　　2日目　8：30～15：00終了予定
会　　場：本山
対　　象：16歳以上で初段以上の現役拳士
申込方法：受講可能者には、詳細情報をメールでも

案内しておりますのでご確認ください。
申込締切：9月4日（日）
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「
エ
イ
！
」「
お
お
！
大
し
た
声
が
出
る

じ
ゃ
な
い
か
」、「
ヤ
ー
！
」「
声
も
え
え

が
、
動
き
も
え
え
ぞ
！
」。
不
登
校
傾
向

の
小
中
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
宇
和
島

市
こ
ど
も
支
援
教
室
に
、
濱
田
宏
行
宇
和

島
道
院
道
院
長
の
少
林
寺
拳
法
が
月
例
教

室
メ
ニ
ュ
ー
に
加
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
教
室
の
常
連
と
し
て
参
加
し
て
い

る
中
学
生
の
Ａ
君
。
立
派
な
体
格
を
し
て

い
る
が
、
運
動
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
苦

手
、
ま
た
、
人
前
で
話
し
た
り
、
自
分
の

気
持
ち
を
表
し
た
り
す
る
こ
と
も
や
や
不

得
手
で
も
あ
る
。
最
初
は
自
分
を
持
て
余

し
気
味
で
、
少
林
寺
拳
法
の
基
礎
的
な
動

き
は
お
ろ
か
、
筋
ト
レ
の
段
階
で
小
休
止

を
要
す
る
と
い
っ
た
調
子
で
あ
っ
た
。
い

つ
も
な
ら
、
彼
は
こ
こ
で
リ
タ
イ
ア
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
…
…
。

　

道
院
長
の
魔
法
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

　

授
業
は
い
つ
も「
説
法
」で
始
ま
る
。
説

法
を
真
剣
に
聞
く
Ａ
君
を
見
て
、「
お

お
、
そ
の
目
は
な
か
な
か
見
込
み
が
あ
る

ぞ
！
」。
次
に
、
予
想
以
上
の
腹
筋
運
動

の
回
数
を
こ
な
し
た
姿
に
、「
お
お
、
や

る
や
な
い
か
。
普
通
や
っ
た
ら
そ
の
回
数

は
無
理
ぞ
！
」。
基
本
技
を
こ
な
し
た
後

に
は
、「
覚
え
が
早
い
、
こ
れ
か
ら
が
楽

し
み
じ
ゃ
！
」な
ど
な
ど
。

　

大
き
な
声
が
な
か
な
か
出
な
か
っ
た
Ａ

君
が
、
冒
頭
の
よ
う
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る

の
は
濱
田
道
院
長
の
魔
法
の
ひ
と
言
、
言

い
か
え
れ
ば
愛
の
ひ
と
言
、
そ
の
繰
り
返

し
の
お
陰
と
、
心
か
ら
感
謝
す
る
ば
か

り
で
あ
る
。
後
日
、
Ａ
君
の
母
親
か
ら
、

「
あ
る
晩
、
自
宅
で
Ａ
男
が
そ
っ
と
筋
ト

レ
し
て
い
た
ん
で
す
よ
」と
聞
き
ま
し
た
。

イラスト／大原由軌子
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教育相談員　永井忠蔵

道院長の魔法のひと言

編集後記▶前期僧階補任講習が7月17日早朝
より開催された。金剛禅総本山少林寺の布教
師として、基本的儀式、行事のあり方を再認
識する。▶人と人の出会いから始まる社会に
おいて、必要不可欠な教化育成、済生利人を
実践する指導者としての教養知識、面授面受
の実務体験。▶金剛禅運動体の最前線に立
ち、その布教実践が我々門信徒の｢ 灯

ともし

火
び

｣と
なるべく、理想境実現の牽

けん

引
いん

役を育てる場で
ある。　　　　　　　　　　　　　　　 （あ）
表　　紙▶河合 修　愛知県出身。日本を代
表する写真家・藤井秀樹氏のアシスタントを
経て独立。 2009年5月より「ダーマ」をテー
マに、『あ・うん』の表紙撮影に取り組む。
ホームページは「写真家　河合修」で検索！　
名古屋千種道院、中拳士三段。
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイト▶
http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/index.html

２週ごとに更新される代表メッセージをはじ
め、「宗門の行としての少林寺拳法」を動画で
ご覧いただけるほか、誌面に掲載しきれな
かった記事・写真も掲載されています。

検索金剛禅総本山少林寺



送小手を掛けようとしたときに、相手が我に対して背中を向けるなどして逃れよう
とした場合の変化技である。送小手から変化する刹

せつ

那
な

、相手の左脇に我の右体
たい

側
そく

を
寄せ、相手の左肩から腕全体を我の懐に引き込みながら、我の脇の下で相手の上腕
部をしっかりと挟み、肩、肘

ひじ

の遊びを取り、“巻のつくり”を作る。そのまま全身で
梃
て

子
こ

を効かせながら身を沈めると、相手の左肩が落ち、体勢が完全に崩れる。

撮影／近森千展　文／飯野貴嗣　演武者／守者：川島一浩 正範士七段　攻者：飯野貴嗣 准範士六段

の としての少林寺拳法

龍
りゅう

華
か

拳
けん

　送
おくり

巻
まき

天
てん

秤
びん

Ryuka Ken,    Okuri maki tembin


