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し
て
、
生
命
の
あ
る
か
ぎ
り
自
ら
癒
や
す

神
秘
力
、
子
孫
を
残
し
生
命
を
伝
え
る
不

思
議
な
力
で
あ
る「
健
康
」に
結
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
自
然
治
癒
力
と
生
命
力
で
あ

る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
を
結
ぶ
も
の
が「
行
」で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
成
の
過
程
に
実
現

さ
せ
て
い
く
内
在
的
目
的
と
可
能
性
が

「
霊
性
」の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
、
行
為
を

繰
り
返
す
日
常
的
な
訓
練
の
中
で
修
得
し

て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

金
剛
禅
教
育
と
は
、
目
的
や
可
能
性
を

信
じ
た
う
え
で
、
こ
の
育
つ
可
能
性
を
有

す
る
種
子
で
あ
る
人
間
の
霊
性
を
高
め
る

こ
と
に
あ
る
。

　

以
前
教
範
解
説
シ
リ
ー
ズ
の『
金
剛
禅

に
つ
い
て（
下
）』の
中
で
、『
少
林
寺
拳

法
の
修
行
目
的
た
る
自
己
確
立
と
い
う

こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、「
仁
愛
」と「
英

智
」（
精
神
修
行
）、「
勇
気
」（
護
身
練
胆
）、

「
健
康
」（
健
康
増
進
）の
獲
得
を
目
指
し

　

開
祖
は
、
宇
宙
に
満
ち
宇
宙
を
支
配
す

る
法
則
を「
不
思
議
な
は
た
ら
き
、
す
な

わ
ち
宇
宙
の
霊
力
」と
し
、
四
つ
を
挙
げ

た
。
そ
れ
が「
育
徳
」「
明
徳
」「
力
徳
」「
健

徳
」で
あ
る
。
こ
の
霊
力
は
人
間
に
与
え

ら
れ
た
す
ば
ら
し
い
可
能
性
の
こ
と
で
あ

り
、
開
祖
は
そ
れ
を「
人
間
の
霊
性
」と
表

現
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
守
る
べ
き
道
筋
を
、

「
仁
愛
」「
英
智
」「
勇
気
」「
健
康
」の
四
つ
に

示
し
た
。
こ
れ
が
四
倫
で
あ
る
。「
倫
」と

い
う
の
は
、
人
の
守
る
べ
き
道
筋
の
こ
と

で
あ
る
。

　

四
つ
の
徳
と
し
た「
宇
宙
の
霊
力
」と

は
ダ
ー
マ
の
こ
と
で
あ
り
、「
人
間
の
霊

性
」と
は
英
智
を
持
っ
た
人
間
の
こ
と
で

あ
る
。
宇
宙
に
満
ち
宇
宙
を
支
配
す
る
法

則
と
し
て
の
輝
き
を「
宇
宙
の
霊
力
」と
言

い
、
ま
た
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
す
ば

ら
し
い
可
能
性
を
四
つ
の
倫
で「
人
間
の

霊
性
」と
い
い
、
そ
れ
を
照
応
さ
せ
て
い

る
の
が
こ
の
図
で
あ
る
。（
次
ペ
ー
ジ
）

　

四
徳
四
倫
の
関
係
を
分
析
し
て
み
よ

う
。

　
「
万
物
育
成 

大
慈
悲
」と
は
、
宇
宙
に

あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
育
成
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
を「
育
徳
」と
し
て
、
釈し

ゃ

迦か

の
慈

悲
、
孔
子
の
仁
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
、
我
執

我
欲
か
ら
離
れ
た
誠
、
真
心
と
し
て「
仁

愛
」に
結
ん
で
い
る
。「
仁
愛
」と
は
、「
情

け
深
い
心
で
人
を
思
い
や
る
こ
と
。
い
つ

く
し
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
」で
あ

る
。

　
「
除
暗
遍
明 

大
光
明
」と
は
、
智ち

慧え

の

光
で
煩
悩
の
暗
を
除
き
遍あ

ま
ねく

照
ら
す
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を「
明
徳
」と
し

て
、
久
遠
の
真
理
、
宇
宙
の
神
秘
を
悟
り

無
限
の
発
見
と
創
造
開
発
の
知
性
と
し

て「
英
智
」に
結
ん
で
い
る
。
英
智
と
は
、

「
優
れ
た
知
恵
。
深
い
知
性
の
こ
と
」で
あ

る
。

　
「
自じ

彊き
ょ
う

不
息 

大
剛
力
」と
は
、
天
地
の

運
行
が
健
や
か
で
あ
る
よ
う
に
、
み
ず
か

ら
努
め
励
み
怠
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を

「
力
徳
」と
し
て
、
却き

ゃ
く

悪あ
く

為い

善ぜ
ん

の
大
雄
猛

心
、
向
上
不
休
の
意
志
力
で
あ
る「
勇
気
」

に
結
ん
で
い
る
。
却
悪
為
善
と
は
、「
悪

を
却し

り
ぞ

け
善よ

き
こ
と
を
為な

す
こ
と
。
雄
猛

心
と
は
、
勇
気
が
あ
っ
て
物
事
に
屈
し
な

い
心
の
こ
と
。
向
上
不
休
の
意
志
力
と

は
、
休
ま
ず
向
上
し
続
け
る
意
志
の
こ

と
」で
あ
る
。

　
「
無
始
無
終 

大
生
命
」と
は
、
始
め
も

終
わ
り
も
な
く
、
限
り
な
く
繋つ

な

が
っ
て
い

る
こ
と
、
無
限
で
あ
る
こ
と
を「
健
徳
」と

ダ
ー
マ
の
徳
性
と
人
間
の
霊
性
に
つ
い
て（
下
）

前
号
に
続
き
金
剛
禅
思
想
の
根
本
と
な
る
ダ
ー
マ
の
徳
性
と
人
間
の
霊
性
に
つ
い
て
再
確
認
す
る
。

金
剛
禅
布
教
者
の
あ
り
方
、
人
は
可
能
性
の
種
子
で
あ
る
と
い
う
所ゆ
え
ん以
を
理
解
し
た
い
。

・教 学・

宗
務
局
長　

田
村 

明

ダ
ー
マ
の
徳
性
と

人
間
の
霊
性
の
関
係
詳
説

教
範
上
巻
69
〜
70
ペ
ー
ジ
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れ
が
そ
の「
命
」を
感
じ
て
、
絶
え
ず
感
謝

の
心
を
持
ち
、
人
と
し
て
の
生
き
方
を
追

求
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

「
誰
に
で
も
仏
性
が
あ
り
、
無
限
の
可
能

性
を
秘
め
た
種
子
」な
の
で
あ
る
。

　

今
を
生
き
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
は
、

て
、
自
己
を
変
革
す
る
努
力
を
尽
く
す

こ
と
な
の
で
あ
る
』と
解
説
し
て
い
る
。

ダ
ー
マ
は
霊
性
で
あ
る
と
同
時
に
行
為
の

規
範
で
あ
る
と
も
あ
る
。

　

開
祖
が
繰
り
返
し
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ

の「
霊
性
」は
、
今
を
生
き
て
い
る
わ
れ
わ

霊
性
を
高
め
人
間
の
可
能
性
を
見
る

金
剛
禅
が
在
家
主
義
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
日
々
直
面
す
る
実
生
活
で
の
現
実
こ

そ
が
実
践
の
場
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
現

実
か
ら
乖か

い

離り

し
た
教
え
や
修
行
は
な
い
の

で
あ
る
。
金
剛
禅
は
、
今
こ
の
社
会
に
生

き
、
現
実
に
則
し
た
教
え
な
の
で
あ
る
。

　

教
養
と
は
ま
さ
に
品
格
の
こ
と
で
あ

り
、「
人
品
骨
柄
卑
し
か
ら
ぬ
紳
士
」と
い

う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
品
位
の
こ
と
で
あ

る
。

　
「
人
品（
じ
ん
ぴ
ん
）」と
は
、「
そ
の
人

に
備
わ
っ
て
い
る
品
位
、
そ
の
人
の
風

采
・
態
度
・
身
な
り
か
ら
感
じ
ら
れ
る
品

位
の
こ
と
」で
あ
る
。

　
「
品
位
」と
は
、「
人
や
事
物
に
備
わ
っ

て
い
る
気
高
さ
や
上
品
さ
の
こ
と
」。「
品

格
」も
同
じ
く
、「
そ
の
人
に
感
じ
ら
れ
る

気
高
さ
や
上
品
さ
の
こ
と
」で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
品
格
を
高
め
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
が
金
剛
禅
か
ら
見

た
言
い
方
で「
育
つ
可
能
性
を
有
す
る
種

だ
か
ら
こ
そ
金
剛
禅
布
教
者
は
、
現
実
社

会
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
自
分
の
修
行
を

怠
る
こ
と
な
く
、
精
進
す
る
者
の
こ
と
を

い
う
の
で
あ
る
。
在
家
主
義
た
る
所
以
で

あ
る
。

子
た
る
人
間
の
霊
性
を
高
め
る
」と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
可
能
性
の
種
子
は
、
あ
く
ま

で
単
な
る
可
能
性
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
育

て
、
開
花
結
実
さ
せ
な
け
れ
ば
無
に
等
し

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
開
花
結
実
さ
せ
る

も
の
が「
修
行
努
力
」な
の
で
あ
る
。

育
徳

明
徳

力
徳

健
徳

宇  

宙
霊  

力

仁
愛

英
智

勇
気

健
康 ｛                   

｝

｛                

｝

｛           

｝

｛                  

｝

｛     

｝

｛     
｝

｛     
｝

｛     
｝

万
物
育
成

大
慈
悲

除
暗
遍
明

大
光
明

自
彊
不
息

大
剛
力

無
始
無
終

大
生
命

釈
迦
の
慈
悲
、
孔
子
の
仁
、
キ
リ
ス
ト
の
愛

我
執
我
欲
か
ら
離
れ
た
、
誠
、
真
心

久
遠
の
真
理
、
宇
宙
の
神
秘
を
悟
り

無
限
の
発
見
と
創
造
開
発
の
知
性

却
悪
為
善
の
大
勇
猛
心

向
上
不
休
の
意
志
の
力

生
命
の
あ
る
限
り
自
ら
癒
す
る
神
秘
力

子
孫
を
残
し
生
命
を
伝
え
る
不
思
議
な
力

人  

間
霊  

性
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・教 学・

を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
そ
れ
に
気
づ
か
な

け
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
、
ま
ず
生
か
さ
れ
て

い
る
自
分
を
信
じ
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
金
剛
禅
門
信
徒
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、「
生
」「
命
」「
今
」「
自
分
」で
あ
る
。

生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
老
死
に
向
か
う
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
の
矛
盾
の
中
で
生
き
て
い
く

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
か
は
死
ぬ
運

命
の
中
で
、
生
き
る
こ
と
へ
の
価
値
や
感

謝
が
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
生
き
ざ
ま
が

人
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
よ
い
の
か
解わ

か

る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
の
言
葉
に「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

と
あ
る
意
味
は
、「
天
の
上
に
も
天
の
下

に
も
、
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
だ
け
が
果

た
せ
る
尊
い
使
命
が
あ
る
」と
か
、「
こ
の

世
に
個
と
し
て
存
在
す
る〝
我
〟よ
り
尊
い

存
在
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
尊

厳
を
表
し
て
い
る
言
葉
」な
ど
の
意
味
が

あ
る
が
、「
自
分
が
い
ち
ば
ん
偉
い
」こ
と

と
誤
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

瀬
戸
内
寂
聴
は
そ
の
著
書
の
中
で
こ
の

解
釈
を「
天
に
も
地
に
も
、
自
分
と
い
う

命
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
。
掛
け
が
え
の

な
い
尊
い
命
で
あ
る
」と
訳
さ
れ
、「
人
間

の
命
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
。
大
切
な
人

生
だ
か
ら
一
生
懸
命
生
き
な
さ
い
と
お
釈し

ゃ

迦か

様
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
」と
解
説
し
て
い

る
。
ま
さ
に
命
の
尊
さ
で
あ
る
。

　
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」と
い
う
言
葉
が

あ
る
。「
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
き
る
も

の
は
、
仏
性
即す

な
わ

ち
、
仏
に
な
る
可
能
性

を
有
し
て
い
る
」と
い
う
大
乗
仏
教
に
お

け
る
重
要
な
思
想
を
表
し
た
言
葉
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
金
剛
禅
で
の「
す
べ
て
生

き
と
し
生
け
る
も
の
に
ダ
ー
マ
の
命
が

宿
っ
て
い
る
」と
い
う
開
祖
の
思
想
と
同

じ
土
壌
に
立
つ
も
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
育
つ
可
能
性

を
有
す
る
種
子
で
あ
る
こ
と
は
何
度
も
展

開
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
同
じ
考
え
方

で
あ
る
。
自
分
が
ダ
ー
マ
の
分
霊
と
し
て

の
魂
を
持
つ
人
間
で
あ
っ
て
も
、
可
能
性

　

今
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
瞬
間

瞬
間
を
大
切
に
し（
一
期
一
会
）、
今
ま
で

の
こ
と
を
反
省
し
た
り
感
謝
し
た
り
し

て
迎
え
た
今
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
礼ら

い

拝は
い

詞し

に
述
べ
て
い
る
ダ
ー

マ
で
あ
り
、
金
剛
禅
思
想
の
根
本
で
は
な

か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
先
ほ
ど
キ
ー
ワ
ー
ド

を「
生
」「
命
」「
今
」「
自
分
」と
し
た
の
で
あ

る
。

　

縁
起
の
法
則
が
法
の
根
本
で
あ
る
。
過

去
の「
因
」が
今
の「
果
」で
あ
る
か
ら
、
過

去
の
因
を
反
省
・
感
謝
し
、
今
を「
因
」と

し
、
将
来
よ
き「
果
」を
迎
え
る
た
め
に
今

を
大
切
に
生
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
今
」が
大
切
で
あ
り
、
変
わ
っ
て
い
く
自

分
を
見
る
の
で
あ
る
。

可
能
性
の
あ
る
種
子
、
今
を
生
き
る

　

僧
階
制
度
に
お
い
て
中
導
師
も
し
く
は
権

大
導
師
の
道
院
長
の
方
は
、
活
動
実
績
の
期

間
が
一
般
門
信
徒
と
は
異
な
り
ま
す
。
但
し
、

レ
ポ
ー
ト
課
題
に
つ
い
て
は
、
例
外
な
く
規

定
の
本
数
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
中
導
師
科
目（
＝
権
大
導
師
ま
で
の
レ

ポ
ー
ト
）と
権
大
導
師
科
目（
＝
大
導
師
ま
で

の
レ
ポ
ー
ト
）の
順
は
な
く
、
い
ず
れ
か
ら
も

レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

権大導師
 

3
か
年
以
上
の
活
動
実
績

 

3
か
年
以
上
の
活
動
実
績

中導師から大導師へ
①一般門信徒の場合

大導師

中導師

中導師

 

４
か
年
以
上
の
活
動
実
績（
２
カ
年
）

大導師

②道院長の場合
　※ただし、権大導師の場合は
　　（　）内が適用される。

 

レ
ポ
ー
ト
課
題
7
本

僧
階
香
資
３
万
円

僧
階
補
任
講
習
受
講

 

レ
ポ
ー
ト
課
題
7
本

僧
階
香
資
２
万
円

僧
階
香
資
5
万
円（
３
万
円
）

僧
階
補
任
講
習
受
講

 

レ
ポ
ー
ト
課
題
14
本（
7
本
）

現
在
、
中
導
師
、
権
大
導
師
の
道
院
長
の
方
へ
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私
の〝
喧
嘩
〟術

vol.24　宗務局長　田村 明

仲間づくり

　

大
乗
教
典
の
一
つ
仁
王
般は

ん

若に
ゃ

経
に
説
か

れ
て
い
る
四
摂
法（
四
摂
事
と
も
い
う
）は

布
施
・
愛
語
・
利
行
・
同
事
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
愛
語
は
い
ち
ば
ん
初
め
に
実
行

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

最
近
は
小
・
中
学
生
の
自
殺
が
よ
く
あ

る
。
い
じ
め
で
あ
る
。
い
じ
め
の
多
く
は

言
葉
が
多
い
。
直
接
で
あ
っ
た
り
、
メ
ー

ル
で
あ
っ
た
り
す
る
。
人
と
の
関
わ
り
合

い
の
中
で
、
相
手
に
か
け
る
言
葉
の
重
要

性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
一

つ
で
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
、
勇
気
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

助
け
を
求
め
た
く
て
も
相
談
す
る
仲
間

も
な
く
、
親
に
も
話
せ
な
い
状
態
が
あ

る
。
周
り
に
は
人
間
が
た
く
さ
ん
い
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孤
独
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
集
団
の
中
の
孤
独
で
あ
る
。
都
会
は

ま
さ
に
人
の
洪
水
状
態
で
あ
る
が
、
人
と

関
わ
る
こ
と
が
な
い
人
間
は
孤
独
感
を
味

わ
う
の
だ
。
よ
い
仲
間
に
恵
ま
れ
る
か
ど

う
か
が
そ
の
人
の
人
生
を
変
え
る
。
よ
い

仲
間
に
出
会
う
こ
と
で
実
り
の
あ
る
生
活

が
過
ご
せ
る
。
友
人
し
か
り
、
家
族
し
か

り
、
心
の
許
せ
る
仲
間
を
増
や
す
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
道
院
が
そ
の
よ
う
な
場
所

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
真
の
仲
間
づ
く
り
で

あ
り
、
共
に
生
き
て
い
く
指
針
が
見
つ
か

る
場
で
あ
る
。
金
剛
禅
運
動（
幸
福
運
動
）

は
自
己
確
立
・
自
他
共
楽
の
道
で
あ
り
、

人
間
相
互
の
援た

す

け
合
い
に
よ
り
物
心
共
に

平
和
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の

運
動
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

　

君
た
ち
は
、
強
く
な
り
た
く
て
少
林
寺

を
や
る
と
い
う
人
が
８
割
以
上
お
る
だ
ろ

う
と
思
う
。

　

警
察
の
逮
捕
術
の
中
で
も
、
少
林
寺
に

か
な
う
も
の
は
な
い
。
相
手
が
ど
う
し
て

き
た
ら
、
ど
う
す
る
、
例
え
ば
首
を
絞
め

て
き
た
ら
、
あ
る
い
は
ひ
ね
っ
て
き
た

ら
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
も
っ
と
も
有

効
に
相
手
を
制
す
る
、
そ
れ
が
完
璧
に
で

き
る
の
は
少
林
寺
拳
法
の
技
術
し
か
な

い
。

　

だ
か
ら
少
林
寺
の
技
を
身
に
つ
け
れ
ば

つ
け
る
ほ
ど
、
ど
ん
な
と
き
に
も
、
な
ん

と
か
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
安
心
感

が
で
き
、
こ
れ
が
自
信
を
育
て
る
第
一
要

素
で
あ
る
。
少
林
寺
は
う
ぬ
ぼ
れ
で
は
な

く
自
分
を
確
立
す
る
近
道
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
ぜ
ひ
と
も
考
え
て
ほ

し
い
こ
と
は
、
空
手
が
強
い
と
か
、
柔
道

が
で
き
る
と
か
、
少
林
寺
が
で
き
る
と
か

い
っ
て
も
、
刃
物
や
銃
に
は
か
な
わ
な
い

の
で
す
。

　

ま
た
、
技
が
上
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
、
喧け

ん

嘩か

に
強
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二

つ
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
自
分
か
ら

喧
嘩
は
し
な
い
が
、
降
り
か
か
る
火
の
粉

は
払
わ
な
け
れ
ば
い
か
ん
か
ら
、
そ
の
時

点
、
時
点
で
相
手
を
抑
え
る
、
そ
う
い
う

こ
と
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
や
っ
て
き
た
。
し

か
し
後
へ
恨
み
を
残
さ
な
い
で
、
結
局
は

説
得
し
て
だ
ね
、
も
っ
と
い
い
方
向
へ
行

く
こ
と
を
見
つ
け
さ
せ
た
。
だ
か
ら
喧
嘩

を
し
て
勝
っ
た
う
え
で
、
相
手
か
ら「
先

生
」と
か「
兄
貴
」と
か「
親
分
」と
か
言
わ

れ
る
。
こ
れ
は
技
術
プ
ラ
ス
精
神
力
プ
ラ

ス
徳
、
判
断
力
と
か
、
統
率
力
と
か
、
ま

あ
、
い
ろ
ん
な
要
素
が
あ
る
わ
け
で
、
そ

の
総
合
力
と
し
て
の
強
さ
で
す
。

　

別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
本
当
に
強
い
と

い
う
の
は
喧
嘩
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

喧
嘩
を
売
ら
れ
て
も
届
か
な
い
と
こ
ろ
に

お
れ
ば
勝
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
勝
て
な

い
ま
で
も
、
負
け
た
に
な
ら
な
い
ん
だ
。

開祖語録
ダイジェスト

1976年度
高校拳法部合宿
にて

訂正　vol.22「清風」で次の誤りがありましたので、訂正いたします。
1行目三宝のルビ　さんぽ

4

う→さんぼ
4

う
※この開祖語録中の「少林寺」は、金剛禅総本山少林寺を意味しています。
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法を問い　
学を修める

人
生
感
意
気
、
功
名
誰
復
論

vol.24
文／川端　哲

　
「
人
生
意
気
に
感
ず
る
、
功
名
誰
か
復
論
ぜ
ん
」

　

人
は
、
相
手
の
心
意
気
に
感
動
し
て
行
動
す
る
も

の
で
あ
り
、
手
柄
や
名
誉
な
ど
問
題
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
出
典
は
、「
述
懐
」と
い

う
漢
詩
の
中
の
く
だ
り
の
部
分
で
あ
り
、
作
者
は
魏

徴
、
唐
国
の
諌
議
大
夫（
過
失
を
諌
め
る
役
職
）で
主

君
に
も
常
に
直
言
を
辞
さ
ず
清
廉
潔
白
な
る
人
物
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、「
述
懐
」の
大
意

は
心
中
の
思
い
を
述
べ
る
こ
と
と
、
広
辞
苑
で
は
訳

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

魏
徴
は
李
淵
と
天
下
の
覇
を
争
っ
た
李
密
に
仕
え

て
い
ま
し
た
が
李
密
が
李
淵
に
降
伏
し
た
こ
と
に
よ

り
、
李
淵
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
李
淵

は
後
、
唐
の
高
祖
と
な
っ
た
人
物
で
す
。

　

敵
方
の
武
将
で
あ
る
徐
世
勣
を
説
得
し
、
帰
順
を

促
す
た
め
に
作
ら
れ
た
漢
詩
が
こ
の「
述
懐
」と
い
わ

れ
て
お
り
、
名
文
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に〝
人
生
感
意
気
、
功
名
誰
復
論
〟の
く
だ
り
は

武
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
名
文
句
で
あ
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

開
祖
は
言
葉
巧
み
で
人
た
ら
し
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
、
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
な
に
も
開

祖
の
陰
口
や
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
開
祖
の

人
心
掌
握
術
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
開
祖
は
盤
石

の
組
織
創
り
の
た
め
各
人
の
人
と
な
り
や
性
格
な
ど

を
把
握
す
る
手
段
と
し
て
ま
た
、
適
材
適
所
に
人
を

配
置
す
る
た
め
の
方
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
開
祖
も
今
は
な
く
、
適
材
適
所
の
判
断
も
難

し
い
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

先
人
は
開
祖
の
心
意
気
に
共
感
し
、
心
を
動
か
さ

れ
て
法
門
に
入
り
、
志
を
受
け
継
い
で
後
世
に
伝
え

て
い
く
使
命
を
帯
び
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
現
代
社

会
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
後
世
に
正
し
く
伝
え
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
行
動
こ
そ
が
、
開
祖
の
志
を
引
き
継
い
で
行

く
こ
と
な
の
で
す
。

　

先
人
も
わ
れ
わ
れ
も
少
林
寺
拳
法
の
技
法
と
金
剛

禅
の
教
え
に
意
気
を
感
じ
、
手
柄
や
地
位
や
名
誉
な

ど
に
と
ら
わ
れ
ず
、
只ひ

た

管す
ら

自
己
研け

ん

鑽さ
ん

に
励
み
、
半
ば

は
自
己
の
幸
せ
を
・
半
ば
は
他ひ

人と

の
幸
せ
を
本
当
に

思
い
や
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
完
成
の
行
を
修
行
し

て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ぞ〝
人
生
意
気
に
感
ず
る
、
功
名
誰
か
復
論

ぜ
ん
〟と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

開
祖
は
ま
た
、
私
を
超
え
る
も
の
が
お
れ
ば
い
つ

で
も
超
え
て
い
き
な
さ
い
と
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

　

少
し
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ

は
い
つ
ま
で
も
開
祖
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
で
は

な
く
、
乗
り
越
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
4
月
よ
り
組
織
機
構
改
革
が
始
ま
り
、
新
た

な
こ
と
が
次
か
ら
次
へ
と
や
っ
て
き
て
、
戸
惑
い
を

隠
せ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
門
信

徒
各
人
が
一
丸
と
な
っ
て
組
織
を
守
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
あ
し
た
は
あ
り
ま
せ
ん
。
偉
そ
う

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
私
で
す
が
、
未い

ま

だ
我
が
師
を

も
超
え
ら
れ
ず
、
毎
日
も
が
い
て
い
る
き
ょ
う
こ
の

ご
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
超
え
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
何
事
に
も
諦

め
ず
、
誠
実
さ
と
真し

ん

摯し

な
気
持
ち
を
持
っ
て
努
力
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
一
歩
で

も
師
に
近
づ
け
る
よ
う
日
々
修
行
を
し
て
い
ま
す
。

　

信
条
の
中
に〝
自
己
の
名
利
の
た
め
に
な
す
こ
と

な
し
〟と
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
魏
徴
と
同
様

人
生
を
意
気
に
感
じ
て
、
手
柄
や
地
位
や
名
誉
な
ど

気
に
せ
ず
修
行
に
励
み
、
現
代
の
魏
徴
に
な
ろ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

皆
さ
ん
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
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自
分
の
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
人
生

の
あ
ら
ゆ
る
面
で「
法
縁
」と
い
う
も
の
が
い
か
に
深

く
関
わ
っ
て
き
て
い
る
か
、
そ
し
て
縁
に
よ
っ
て
生

じ
た
多
く
の
人
と
の
出
会
い
に
、
い
か
に
自
分
が
生

か
さ
れ
て
い
る
か
を
改
め
て
実
感
し
ま
す
。

　

開
祖
は
縁
に
つ
い
て
木
に
例
え
、「
同
じ
種
類
、

同
じ
大
き
さ
の
木
を
植
え
て
も
、
そ
の
１
本
１
本

が
植
え
ら
れ
た
場
所
、
環
境
状
況
に
よ
っ
て
、
日

光
、
土
壌
、
水
、
肥
料
な
ど
媒
介
物
の
相
互
作
用
の

結
果
、
あ
る
木
は
育
ち
、
あ
る
木
は
育
た
な
い
。
同

じ
よ
う
に
は
育
た
な
い
。
原
因
に
働
き
か
け
て
さ
ま

ざ
ま
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
相

互
作
用
を
仏
教
で
は
縁
と
呼
ん
で
い
る
。
す
べ
て
の

も
の
は
縁
に
よ
っ
て
生
じ
、
縁
に
よ
っ
て
滅
す
る
相

対
の
世
界
で
あ
る
」、
そ
し
て「
人
生
は
出
会
い
で
あ

る
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
22
年
生
ま
れ
で
、
現
在
60
代
半
ば
を
迎
え
て

お
り
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
一
番
の
縁
は
何
と
い
っ

て
も
少
林
寺
拳
法
と
の
出
会
い
で
す
。

　

自
分
自
身
こ
こ
ま
で
少
林
寺
拳
法
に
関
わ
る
と
は

思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
ま
で
45
年
の
長

き
に
わ
た
り
、
人
生
の
大
半
は
少
林
寺
拳
法
と
と
も

に
歩
ん
で
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

法
縁
の
始
ま
り
は
昭
和
42
年
に
大
学
の
少
林
寺
拳

法
部
に
入
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
法
縁
の
第
二
は
仕
事

で
す
。
社
会
に
出
て
2
年
後
、
当
時
は
あ
ま
り
見
向

き
も
さ
れ
な
か
っ
た
地
方
公
務
員
に
な
る
こ
と
で
少

林
寺
拳
法
を
続
け
ら
れ
る
環
境
を
得
た
こ
と
で
す
。

　

利
益
を
追
求
す
る
会
社
へ
の
就
職
で
あ
っ
た
ら
時

間
の
制
約
な
ど
で
恐
ら
く
少
林
寺
拳
法
は
や
り
た
く

て
も
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
見
え
な
い
縁
に
心
か

ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

昭
和
50
年
に
市
役
所
支
部
を
開
設
、
そ
の
後
支
部

道
場
を
開
設
し
、
道
院
と
続
き
ま
す
が
、
こ
う
し
た

中
で
や
は
り
法
縁
の
最
た
る
も
の
が
人
と
の
出
会

い
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
つ
き
あ
い
で
す
。

　

大
学
少
林
寺
拳
法
部
の
仲
間
が
つ
き
あ
い
の
原
点

で
す
が
、
職
場
で
の
少
林
寺
拳
法
の
仲
間
、
道
院
の

仲
間
、
そ
し
て
保
護
者
、
支
援
者
な
ど
と
の
関
わ
り

も
、
い
か
に
こ
う
し
た
人
た
ち
と
の
つ
き
あ
い
が
自

分
の
人
生
に
最
も
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
は

計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
世
の
中
、
自
分
一
人
で
は
生
き
て
は
い
け

ず
、
社
会
の
一
員
と
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
で
あ
れ
ば
、
人
と
の
出
会
い
を
大
切

に
、
そ
し
て
周
り
の
人
た
ち
を
思
い
や
る
気
持
ち
、

そ
れ
を
表
に
表
す
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

こ
れ
が
少
林
寺
拳
法
の
根
本
理
念
で
あ
る「
自
他

共
楽
」の
精
神
で
す
。
例
え
ば
、
挨あ

い

拶さ
つ

一
つ
に
し
て

も
、
自
分
か
ら
率
先
し
て
周
り
の
人
に
す
れ
ば
必
ず

相
手
に
通
じ
る
も
の
な
の
で
す
。
向
こ
う
も
必
ず
笑

顔
で
挨
拶
を
返
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
社

会
生
活
で
の
交
わ
り
の
第
一
歩
で
す
。

　

今
の
世
の
中
、
電
車
に
乗
れ
ば
若
者
の
ほ
と
ん
ど

は
携
帯
に
目
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
歩
き
な
が
ら
、

ま
た
自
転
車
に
乗
っ
て
い
て
も
同
じ
状
況
で
す
。
異

常
に
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
す
ま
す
自
己
中
心
の
世
界
が
広
が
る
中
で
、
社

会
生
活
の
規
範
を
守
っ
て
い
く
に
は
多
く
の
努
力
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
社
会
の
移

り
変
わ
り
を
よ
く
見
つ
め
、
認
識
し
、
常
に
自
分
を

規
制（
自
己
確
立
）し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
願
い
は「
天
国
や

極
楽
は
、
あ
の
世
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
こ
の
世
に

創
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
仏
が
創
る
も
の

で
は
な
く
、
人
間
が
協
力
し
て
創
り
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
の
改
造
と
平
和

的
な
手
段
に
よ
っ
て
地
上
天
国
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
こ
と
」で
す
。

　

多
く
の
法
縁
を
基
に
、
理
想
境
実
現
に
向
か
っ
て

進
む
こ
と
が
、
少
林
寺
拳
法
を
学
ぶ
も
の
の
使
命
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

松
戸
相
模
台
道
院 

道
院
長　

渡
来 

士
郎

法
縁

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

西
せい

濃
のう

北
きた

道院
道院長 加

か

納
のう

 博
ひろ

之
ゆき

（45歳）

︱
︱
道
院
で
の
指
導
方
法
の
工
夫
を
教
え

て
く
だ
さ
い
︒

　

小
学
生
の
拳
士
が
多
い
の
で
、
少
年
部

指
導
講
習
会
な
ど
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
修
練
に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。
笑

顔
の
絶
え
な
い
道
院
で
あ
り
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

道
院
で
は
整
列
時
に
班
分
け
し
て
班
長

が
最
前
列
に
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
す
べ
て
の
班
長
は「
班
長
」の
袖
章
を

付
け
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
班
長
と
し

て
の
誇
り
を
持
ち
、
本
人
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
高
ま
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
班
の
後
輩
拳
士
も
み
ず
か
ら
班
長
に

な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
班
別
で
天
地
拳
第
一
系
や

班
別
逆
突
き
な
ど
を
行
い
、
そ
の
場
で
点

数
を
伝
え
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
集
中
力

も
高
ま
り
、
け
っ
こ
う
い
い
で
す
よ
。

※
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
︒

自
分
で
考
え
、
行
動
で
き
る
人
を
育
て
る

小
こ

池
いけ

 孝
たか

忠
ただ

　64期生
権少法師大範士八段

vol.9vol.9

人
生
に
生
か
す
当
身
の
五
要
素

心
豊
か
、
人
豊
か
な
日
々

　

25
歳
の
と
き
、
開
祖
と
一
緒
に
風
呂
に

入
り
、
背
中
を
お
流
し
し
な
が
ら
い
ろ
ん

な
お
話
を
し
た
経
験
が
、
今
で
も
心
の
拠よ

り
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
印
象
深

い
の
は
、「
小
池
、
当
身
の
五
要
素
を
実

生
活
で
実
践
し
て
い
る
か
」と
、
人
と
の

つ
き
あ
い
、
生
活
、
社
会
構
造
の
中
で
当

身
の
五
要
素
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
の
重

要
性
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。

そ
の
教
え
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　

お
か
げ
で
、
す
ば
ら
し
い
人
に
恵
ま
れ

心
豊
か
な
今
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
教
え
は
実
生
活
で
実
践
し
て
こ
そ
、

初
め
て
意
義
が
あ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ま

で
た
く
さ
ん
の
門
下
生
が
道
院
長
・
指
導

者
と
な
り
、
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
教
え
を
実
践
で
き
る
人
を
一
人

で
も
多
く
育
て
て
い
き
た
い
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

▼1975年、忘年会にて

▲1960年代、
三井造船少林寺拳法部時代
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三
重
白
山
道
院

　

５
月
27
日
、
三
重
白
山
道
院
は
宗

道
臣
デ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
道
院
で
開
祖
忌
法
要
を
行

い
参
列
者
全
員
が
開
祖
を
偲し

の

び
開
祖

の
志
を
再
確
認
し
た
の
ち
、
徒
歩
に

認
証
式

　

6
月
24
日
、
本
山
に
お
い
て
認
証

式
が
挙
行
さ
れ
た
。
今
回
認
証
を
受

け
た
の
は
、
愛
知
藤
岡
道
院
、
浦
江

克
英
道
院
長
と
鹿
児
島
串
木
野
道

院
、
福
山
勝
浩
道
院
長
の
二
人
で
、

式
典
で
は
金
剛
禅
運
動
の
先
導
者
と

し
て
信
念
と
誇
り
を
持
っ
て
人
づ
く

り
の
道
に
挺て

い

身し
ん

し
て
い
く
こ
と
を

誓
っ
た
。

　

式
典
後
の「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講

習
」で
は
、
道
院
の
意
義
や
道
院
長

と
し
て
の
使
命
を
再
度
確
認
す
る
講

義
や
、
道
院
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る

た
め
の
討
議
が
行
わ
れ
た
。

　

最
後
に
、
浦
田
武
尚
代
表
が「
機

関
車
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
情
熱
を

燃
や
し
て
門
下
生
を
引
っ
張
っ
て
い

ん
学
ぶ
こ
と
の
少
な
い
項
目
に
つ
い

て
も
実
施
し
た
。

　

受
講
者
13
人
の
内
、
３
人
が
大
導

師
、
３
人
が
中
導
師
の
補
任
を
受

け
、
閉
講
式
で
、
浦
田
武
尚
代
表
よ

り
僧
階
辞
令
が
授
与
さ
れ
た
。

　

今
後
、
こ
の
講
習
会
を
受
講
さ
れ

た
す
べ
て
の
方
が
、
こ
こ
で
得
た
も

の
を
、
道
院
を
は
じ
め
日
常
生
活
で

積
極
的
に
生
か
し
て
い
か
れ
る
こ
と

に
期
待
し
た
い
。　　

 （
小
林
博
紀
）

く
道
院
長
と
な
っ
て
ほ
し
い
」と
激

励
さ
れ
た
。
地
域
に
根
ざ
し
た
道
院

と
し
て
成
長
し
て
い
か
れ
る
よ
う
、

新
道
院
長
の
活
躍
に
期
待
し
た
い
。

（
冨
田
雅
志
）

僧
階
補
任
講
習

　

７
月
８
日
、
本
山
に
お
い
て
僧
階

補
任
講
習（
中
導
師
・
大
導
師
）前
期

が
開
催
さ
れ
た
。

　

夜
明
け
ま
も
な
い
早
朝
６
時
か
ら

始
ま
っ
た
本
講
習
会
は
、
他
の
講
習

会
と
は
ま
た
違
っ
た
清
澄
な
雰
囲
気

を
醸
し
出
し
、
受
講
者
の
表
情
に
も

す
が
す
が
し
さ
が
浮
か
ん
で
い
た
。

　

講
習
で
は
、
金
剛
禅
布
教
者
と
し

て
、
自
己
の
資
質
を
高
め
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
、
講
義
や
実
習
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
た
。
ま
た
、
相
互
に
話
し
合

い
な
が
ら
教
化
し
合
う〝
法
座
〟や
儀

式
の
所
作
の
確
認
と
い
っ
た
、
ふ
だ

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、誌面の都合上、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。

道
院
長
は
情
熱
を
燃
や

す
機
関
車
で
あ
れ

自
己
の
資
質
を

高
め
る
１
日

開
祖
の
志
の

再
確
認
と
実
践
活
動

て
近
鉄
榊
原
温
泉
口
駅
に
移
動
し
て

駅
構
内
の
清
掃
班
と
募
金
班
に
分
か

れ
て
活
動
し
ま
し
た
。
昨
年
に
引
き

続
き
２
回
目
で
す
の
で「
去
年
も

や
っ
て
い
た
ね
」と
地
元
の
方
か
ら

声
を
頂
き
ま
し
た
。
清
掃
班
も
募
金

班（
三
重
県
連
盟
の
東
日
本
支
援
募

金
と
し
て
納
め
ま
し
た
）も
笑
顔
で

精
い
っ
ぱ
い
取
り
組
み
終
了
し
ま
し

た
。
そ
の
後
は
道
院
に
戻
り
、
道
院

を
提
供
く
だ
さ
っ
て
い
る
小
林
さ
ん

（
道
院
長
の
勤
務
先
の
元
上
司
）の
自

宅
庭
に
て
大
勢
で
焼
き
肉
パ
ー

テ
ィ
ー
を
楽
し
み
、
よ
り
親
睦
を
深

め
ま
し
た
。

　

今
回
は
宗
道
臣
デ
ー
の
前
に
開
祖

忌
法
要
を
執
り
行
っ
た
こ
と
で
、
開

祖
を
身
近
に
感
じ
開
祖
に
見
守
ら
れ

て
い
る
感
じ
で
宗
道
臣
デ
ー
を
楽
し

め
ま
し
た
。

　

全
国
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
道
院

は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
の
道

院
は
宗
道
臣
デ
ー
の
前
に
開
祖
忌
法

要
を
執
り
行
う
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。　　
　
　
　
　
　

 （
川
北
洋
行
）

洛
東
道
院

　

6
月
10
日
、
京
都
市
武
道
セ
ン

タ
ー
内
旧
武
徳
殿
に
お
い
て
第
46
回

洛
東
祭
2
0
1
2
を
開
催
し
ま
し

た
。
洛
東
道
院
で
は
森
川
是
汪
道
院

長
の
ご
指
導
の
下
、
宗
道
臣
開
祖
直

伝
の
修
行
を
47
年
間
変
わ
る
こ
と
な

く
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

46
回
目
と
な
る
こ
と
し
の
テ
ー
マ

は「
つ
よ
く
て
や
さ
し
い
人
づ
く
り
」

で
す
。
大
会
全
体
の
取
り
組
み
を
通

じ
、「
人
づ
く
り
の
大
道
」で
あ
る
少

林
寺
拳
法
の
修
行
の
本
質
を
改
め
て

自
覚
で
き
た
こ
と
は
、
拳
士
に
と
っ

て
大
き
な
収
穫
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
会
場
と
な
っ
た
旧
武
徳
殿
へ

は
、
遠
方
か
ら
お
越
し
い
た
だ
い
た

道
院
長
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
が

詰
め
か
け
ま
し
た
。
満
席
と
な
っ
た

会
場
か
ら
、
修
行
の
成
果
を
精
い
っ

ぱ
い
発
揮
し
た
拳
士
に
盛
大
な
拍
手

が
送
ら
れ
、
盛
会
の
う
ち
に
大
会
を

終
了
い
た
し
ま
し
た
。（
山
岸
修
一
）

「
人
づ
く
り
の
大
道
」を

改
め
て
自
覚
す
る
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I N F O R M A T I O N

▷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
▷安森利男　本部道院安森拳士祖父 50,000円

▷東條智　愛知高上道院拳士 10,500円
総本山少林寺改修基金 
▷高野弘志　埼玉妻沼道院長 100,000円

お布施

大導師
■2012年7月8日付
浅井 昌典（浜松渡瀬道院）
佐竹 浩志（豊川南道院）
横田 和典（高槻南道院）

中導師
■2012年4月1日付
宇佐美 智（静岡竜爪道院）
北野 隆司（富田林東條道院）
西尾 元秀（姫路花北道院）
原 和久（佐世保天神道院）

竹下 昌史（阿蘇西原道院）
■2012年6月1日付
近藤 伸洋（東京小平道院）
三浦 勇（三田東道院）
蒲地 哲哉（武雄道院）
村上 眞啓（三島石床道院）

■2012年7月1日付
高安 隆二（新宿曙橋道院）
■2012年7月8日付
山本 さと子（引佐道院）
長澤 克彦（刈谷中部道院）
貞永 英二（宇部常盤道院）

僧階昇任者

9月の本山行事
16日（日）～17日（月・祝）　講習会１次
17日（月・祝）　僧階補任講習（少法師）
23日（日）　帰山

10月の本山行事
6日（土）～7日（日）　特別講習会
7日（日）　達

だる

磨
ま

祭
28日（日）　認証式

●新設
鹿児島串木野道院 福山 勝浩

●道院長交代
安城道院 薦田 一行

川崎麻生道院 田中 克成
福岡山王道院 相田 忍

東京南六郷道院 白尾 宗典
愛知藤岡道院 浦江 克英

2012年6月度　認証

勝
かつ

亦
また

 美
よし

晴
はる

 富士加島道院道院長、 216期生、大導師正範士七段。
 2012年7月23日逝去、満63歳

訃報

本山において「特別講習会」を開催いたします。テーマ
は、「他人(ひと)が生きる、私が生きる」です。講習会
全体を通して、社会が大きく動く中、現代に生きる少
林寺拳法であるために、正しい目的に向かって修行を
積むことの意義を感じ取っていただきます。講習会の
内容としては、テーマに関する講義、僧階講義のほ
か、技術プログラムでは、「急所」をキーワードに基本
から羅

ら

漢
かん

圧
あっ

法
ぽう

までを題材に講習します。また達磨祭で
は、法要や演武会に参列・参加し、多くの人と交流を
図りながら達磨祭を肌で感じていただきます。門信
徒・会員の皆さま、ぜひ奮ってご参加ください。詳細
につきましては、マイページ「お知らせ」画面に掲載し
ておりますので、ご覧ください。

日時：10月6日（土）8：50開講～7日（日）12：00終了予定
対象：正拳士四段以上の現役門信徒もしくは現役会員

2012年度特別講習会のご案内

2013年度　金剛禅総本山少林寺　職員募集のお知らせ
金剛禅総本山少林寺では、 2013年度職員を募集してい
ます。“職場という日常生活の中で自己確立、自他共楽を
実施しながら、人間力を高めませんか？ ”

【仕事内容】　各種行事の運営、事務全般
【公募内容】

【採用審査】
公募締切日：2012年９月28日（金） 
選考方法：第一次審査…書類審査
　　　　　第二次審査…面接、技術、職業適性検査、
　　　　　筆記試験（一般教養、少林寺拳法に関する分野）  
提出書類：履歴書、卒業または見込み証明書（コピー可）、
　　　　　成績証明書、応募の動機と決意（400字詰原稿
　　　　　用紙３枚）   
勤 務 地：金剛禅総本山少林寺　本山（香川県）   
連 絡 先：総務部総務課　中山享世
　　　　　Tel.0877-33-1010（内線171）
※詳しくは担当までお問い合わせください。見学・体験も可能です。

 職　種  事務職
 人　数  ２名
 年　齢  20歳～25歳まで
 学　歴  高校卒業以上
 資　格  少林寺拳法三段以上
 特　記  パソコンがある程度できる方
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昇
格
考
試
に
合
格
し
、
本
山
よ
り
三
段

の
允い

ん

可か

状じ
ょ
う

が
届
き
ま
し
た
。
取
得
ま
で

に
丸
７
年
を
要
し
ま
し
た
が
、
道
院
長
、

先
輩
諸
氏
に
よ
る
親
切
丁
寧
な
指
導
、
同

輩
の
協
力
ほ
か
、
大
勢
の
方
の
支
援
の
賜た

ま

物も
の

と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

入
門
の
際
は
、
家
族
、
知
人
か
ら
も
、

も
う
年
だ
か
ら
、
危
険
だ
か
ら
と
何
度
か

制
止
さ
れ
ま
し
た
。
反
対
を
押
し
切
っ
て

道
院
通
い
を
し
た
結
果
で
す
の
で
、
感
慨

も
ひ
と
し
お
で
す
。
手
首
の
捻
挫
な
ど
で

挫
折
し
そ
う
に
な
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
し

た
が
、「
継
続
は
力
な
り
」を
信
じ
て
修
練

を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

私
は
ゼ
ネ
コ
ン
に
35
年
ほ
ど
勤
務
し
、

海
外
駐
在
員
と
し
て
延
べ
17
年
ほ
ど
中

東
、
南
米
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
海
外
に
駐

在
し
ま
し
た
。
ど
の
国
で
も「
日
本
の
武

道
を
教
え
て
」と
言
わ
れ
、
武
道
が
で
き

れ
ば
も
っ
と
深
い
つ
き
あ
い
が
で
き
る
の

に
と
思
い
な
が
ら
、
結
局
定
年
を
迎
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、
還
暦
か
ら
で
も
遅
く
は

な
い
と
一
念
発
起
し
て
少
林
寺
拳
法
の
門

を
叩た

た

い
た
次
第
で
す
。
多
度
津
の
隣
の
坂

出
市
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
少
林
寺

拳
法
と
密ひ

そ

か
に
決
め
て
い
ま
し
た
。

　

2
年
ほ
ど
前
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
派
遣
員
と

し
て
ブ
ー
タ
ン
駐
在
の
折
は
、
訓
練
校
の

女
子
生
徒
を
前
に
護
身
術
と
し
て
少
林
寺

拳
法
を
紹
介
し
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
外
国

人
に
武
道
を
感
じ
て
も
ら
え
る
喜
び
を
味

わ
い
ま
し
た
。
現
在
、
68
歳
、
体
力
が
続

く
か
ぎ
り
、
若
い
人
た
ち
に
混
じ
っ
て
修

練
を
続
け
ら
れ
れ
ば
幸
せ
で
す
。
ま
た
、

還
暦
を
過
ぎ
て
か
ら
少
林
寺
拳
法
を
始
め

る
仲
間
が
増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

イラスト／大原由軌子

投稿大募集　 道場や拳士のちょっといい話を募集しています。※ペンネーム可ですが、必ず、名前、
所属、連絡先もご記入ください。なお、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。〒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
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八王子南道院　綾 啓造

還暦からのチャレンジ

編集後記▶残暑厳しい９月である。都会でも
川のせせらぎが涼しさを運んでくる。▶「流
水腐らず」という言葉がある。流水は澄んで
いるが、溜

た

まってしまうと濁る。人間には三
つの水がある。血と汗と涙である。血をたぎ
らせ、身体を動かし汗をかき、時に涙を流し
喜怒哀楽に徹する生き方。▶思えば開祖の生
きざまそのものである。今を生きている私た
ちは「霊性」を留めることなく、流水の如

ごと

き生
き方を目指すべきでる。防災の日、震災復興
に向けて。　　　　　　　　　　　　　    （お）
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



　寄抜の鈎
かぎ

手
て

守
しゅ

法
ほう

は、手掌をやや内側下方に向けると、相手の手首を殺しやすく、
握力を半減させることができる。
　抜く際は、相手に歩み寄るように我の右肩を鈎手の位置に近づけ、手首の支点部
分がぶれないように寄抜をするとよい。

撮影／近森千展　文／永安正樹　演武者／守者：冨田雅志 大拳士五段　攻者：永安正樹 准範士六段

の としての少林寺拳法 龍
りゅう

王
おう

拳
けん

　片
かた

手
て

寄
より

抜
ぬき

Ryuo Ken, Katate Yori Nuki


