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１
６
年
度
道
院
長
研
修
会

担当／永安正樹

今
年
は
道
院
長
研
修
会
が
、
本
山
と
各
地
方
…
…
東
日
本
地
区（
神
奈
川
県
）、
北
海
道
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た（
九
州
地
区（
熊
本
県
）は
９
月
開
催
予
定
）。

今
年
度
は
今
の
社
会
情
勢
と
こ
れ
か
ら
想
定
さ
れ
る
人
口
状
況
を
デ
ー
タ
に
基
づ
き
分
析
し
、
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
教
団
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
探
る

研
修
会
と
な
っ
た
。
研
修
内
容
を
い
ま
一
度
振
り
返
り
、
金
剛
禅
運
動
推
進
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

研
修
会
は
、
宗そ
う

由ゆ
う

貴き

師し

家け

に
よ
る「
社
会

と
組
織
の
現
状
と
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
」

の
講
話
で
幕
が
開
き
ま
し
た
。

　

組
織
が
発
展
し
て
き
た
軌
跡
を
た
ど
り
な

が
ら
、
人
が
人
を
連
れ
て
き
た
時
代
か
ら

ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
で
人
が
集
ま
っ
て
き
た
時

代
へ
の
変
化
な
ど
を
、
各
時
代
背
景
を
照

会
し
つ
つ
、
分
か
り
や
す
く
現
状
分
析
さ

れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
日
本
人
口
と
拳
士

数
の
減
少
、
そ
し
て
高
齢
化
が
も
た
ら
す

2
0
2
5
年
問
題
に
つ
い
て
は
、
道
院
長

も
重
く
受
け
止
め
ら
れ
た
様
子
で
し
た
。

さ
ら
に
深
ま
る
少
子
高
齢
化
の
現
実
に
つ

い
て
、
体
感
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
た
道

院
長
も
、
数
値
化
さ
れ
た
映
像
資
料
を
前

に
、
そ
の
危
機
感
を
強
く
感
じ
ら
れ
た
よ

う
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
向
け
た
道

院（
専
有
道
場
）積
極
的
活
用
と
し
て
、
中

高
年
層
を
対
象
と
し
た「
健
康
プ
ロ
グ
ラ

ム
」と「
鎮
魂
行
」を
組
み
合
わ
せ
て
心
も

体
も
い
つ
ま
で
も
健
康
で
あ
る
よ
う
に
と

い
う
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

少
林
寺
拳
法
グ
ル
ー
プ
が「
生
き
る
力
」を

サ
ポ
ー
ト
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
を
明
言

さ
れ
、
講
話
は
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
道
院
長
同
士
に
よ

る
班
別
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

比
較
的
少
数（
四
人
一
組
）で
の

班
編
成
と
段
階
的
進
行
に
よ
っ

て
、
か
な
り
深
い
討
議
が
各
班

で
展
開
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

道
院
の
地
域
と
の
交
流
状
況

や
、
専
有
道
場
の
活
用
状
況
を

自
己
分
析
す
る
と
と
も
に
、
他

道
院
の
活
動
状
況
を
情
報
交
換

す
る
こ
と
で
、
今
後
の
運
営
方

針
に
大
き
な
活
路
を
見
い
だ
せ

た
様
子
で
し
た
。

　

特
に
、
こ
れ
か
ら
の
道
院
活

動
の
可
能
性
に
つ
い
て
ほ
と
ん

ど
の
道
院
長
が
前
向
き
に
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
班
で

「
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
に
地
域

と
交
流
し
、
専
有
道
場
の
開
放

に
努
め
る
」と
の
結
論
が
導
き

出
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

私
た
ち
は「
生
き
る
力
」を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

自
己
分
析
と
情
報
交
換
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続
く
大お
お

澤さ
わ

隆た
か
し

代
表
の
講
話
で
は
、「
中
高

年
に
活
力
を
、
子
供
た
ち
を
育
む
金
剛
禅
教

団
へ（
家
族
）」を
テ
ー
マ
に
、
師
家
の
現
状
分

析
を
出
発
点
に
、
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

釈
尊
の
正
し
い
教
え
を
現
代
に
生
か
す
金
剛

禅
教
団
が
社
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
話
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

き
た
る
少
林
寺
拳
法
創
始
70
周
年
に
向
け

て
、
こ
れ
ま
で
の
過
去
を
分
析
し
、
今
の
時
代

に
最
も
適
し
た
形
で
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
こ

そ
が
道
院
長
の
使
命
で
あ
る
と
語
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
柔
軟
な
発
想
で
現
状
を
乗
り
越

え
る
べ
き
で
あ
る
と
、
大
澤
代
表
み
ず
か
ら
絵

本
の
読
み
聞
か
せ
の
実
演
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

坂さ
か

下し
た

充み
つ
る

宗
務
局
長
に

よ
る「
布
教
・
教

き
ょ
う

化げ

育
成

の
充
実
」で
は
、
道
院
活

動
の
可
能
性
に
つ
い
て
四

つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て
説

明
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
齢
化
社
会
に
向
け
て

の
項
で
は
、
健
康
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
積
極
的
に
活
用
す

る
こ
と
で
、
お
年
寄
り
た

ち
に
い
つ
ま
で
も
元
気
で

い
て
い
た
だ
け
る
こ
と
、

道
場
に
お
年
寄
り
を
ご
招

待
す
る
こ
と
で
道
院
が
活

性
化
す
る
可
能
性
に
つ
い

て
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た「
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」と
連
携
す
る
こ
と

で
、
地
域
と
の
良
好
な
関

係
が
築
け
る
こ
と
に
つ
い

て
も
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

子
供
た
ち
へ
は
、
よ
り
一
人
ひ
と
り
に
目

を
向
け
る
指
導
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ

と
、
そ
し
て「
絵
本
で
広
げ
よ
う
金
剛
禅
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト（
絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」に
つ

い
て
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
絵
本
の
読
み

聞
か
せ
の
有
用
性
の
一
つ
に
、「
想
像
力
」を

耕、

し、

て、

い
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
絵
本
を
一

方
的
に
読
み
聞
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
子
供

た
ち
と
対
話（
子
供
た
ち
へ
問
い
か
け
）を
し

な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す

時
代
に
即
し
て
柔
軟
な
変
化
を

理
想
境
建
設
は

道
院
長
の
手
か
ら

が
、
時
に
は
子
供
た
ち
か
ら
は
、

奇
想
天
外
な
答
え
が
返
っ
て
く
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
指
導
者
は
そ

れ
を
否
定
せ
ず
に
、
逆
に
、
そ
の

回
答
を
生
か
し
て
話
を
展
開
し
て

い
く
、
そ
の
た
め
に
は
指
導
者
自

身
に
柔
軟
な「
想
像
力
」が
求
め
ら

れ
る
の
で
す
。
こ
の
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
、
子
供
た
ち
に
は「
自
己

肯
定
感
」が
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
が

自
分
を
信
じ
て
、
自
分
の
人
生
を

創
っ
て
い
く
た
め
の
自
己
確
立
の

基
を
培
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す

（
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、

本
誌
Ｖ
Ｏ
Ｌ.

47
特
集
記
事
も
ご

参
照
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
今
後
も

本
山
か
ら
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
情

報
を
提
供
し
て
い
く
予
定
で
す
）。

　

今
年
の
道
院
長
研
修
会
で
は
、

受
講
者
の
中
か
ら
数
名
の
道
院
長

に
、
日
頃
の
道
院
活
動
で
工
夫
し

て
い
る
こ
と
や
、
道
院
運
営
の
方
針
な
ど
を

発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
体
験
に
基
づ
く

話
は
、
当
然
な
が
ら
現
実
味
が
あ
り
、
ど
の

回
も
、
地
域
や
社
会
を
よ
く
し
て
い
く
の
は

誰
よ
り
自
分
た
ち
道
院
長
の
手
に
か
か
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
語
ら
れ
、
各
実
践

者
か
ら
の
大
き
な
自
負
と
期
待
が
込
め
ら
れ

た
そ
の
内
容
に
、
聴
講
さ
れ
た
道
院
長
の
多

く
が
、
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
つ
か
ま
れ
た
様

子
で
し
た
。
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法
話
演
習
の
時
間
で
は
、
布
教
の
手
段
と

し
て
部
内
外
へ
の
法
話
の
必
要
性
や
そ
の
進

め
方
に
つ
い
て
の
説
明
と
、
各
道
院
長
の
法

話
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
交
換
、
テ
ー
マ

を
設
定
し
て
の
模
擬
法
話
と
そ
の
講
評
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

易え
っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
うで
は
、、
金
剛
禅
体
感
の「
行
」と

な
り
う
る
一
考
察
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
一

つ
は
、
法
形
を
３
つ
組
み
合
わ
せ
、
技
と
技

を
区
切
る
こ
と
な
く
連
続
し
て
行
う
こ
と

で
、
技
の
運
用
の
基
と
な
る「
流
れ
」の
コ

ツ
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
修
練
方
法
の
工

夫
。
も
う
一
つ
は
、「
少

林
寺
拳
法
を
修
練
す
る
こ

と
に
よ
る
人
格
向
上
」と

し
て
、
相
手
と
向
き
合
っ

た
と
き（
構
え
た
と
き
）の

心
構
え
や
、
互
い
に
意、

識、

的、

に、

正
中
線
を
合
わ
せ
る

こ
と
が
、
や
が
て
実
質
的

に
も「
行
」と
し
て
の
修
練

へ
と
深
め
て
い
く
こ
と
に

つ
な
が
る
と
い
う
内
容
で

し
た
。

　

長
時
間
の
講
義
の
中
で

の
易
筋
行
修
練
は
、
受
講

者
の
身か

ら
だ体
と
心
を
解
き
ほ

ぐ
す
数
少
な
い
機
会
で
あ

る
と
と
も
に
、
旧
友
・
同

志
と
久
し
ぶ
り
に
拳
を
交

わ
せ
る
絶
好
の
機
会
で
も

あ
り
ま
す
。
互
い
の
健
康

を
喜
び
合
い
な
が
ら
真
剣

に
修
練
す
る
姿
は
、
ま
さ

に
自
他
共
楽
、
調
和
の
世

界
そ
の
も
の
で
し
た
。

法
話
演
習
、
易
筋
行
研
修

　

今
年
度
の
研
修
会
に
つ
い
て
、
多
く
の
道

院
長
が
、「
よ
い
意
味
で
、
い
つ
も
と
違
う

雰
囲
気
の
研
修
会
だ
っ
た
」と
ア
ン
ケ
ー
ト

回
答
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
道
院
長
か

ら
本
研
修
会
に
刺
激
を
受
け
、
高
齢
者
へ
の

取
り
組
み
や
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
道
院
の

地
域
開
放
を「
実
施
し
て
い
く
」と
の
積
極
的

な
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
の
道
院

活
動
か
ら
の
脱
却
や
切
り
替
え
を
訴
え
る
も

の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
柔
軟
に
変
化
し
て

き
た
事
実
を
振
り
返
り
、
引
き
続
き
変
化
の

姿
勢
を
忘
れ
ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と

に
焦
点
を
当
て
ま
し
た
。
冷
静
に
周
り
を
分

析
し
、
適
正
な
変
化
で
社
会
に
影
響
を
与
え

る
金
剛
禅
教
団（
道
院
）で
あ
る
こ
と
を
私
た

ち
は
目
指
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
各
地
方
で
開
催
さ
れ
た
折
に

は
、
施
設
確
保
か
ら
受
け
入
れ
な
ど
事
細
か

に
ご
準
備
・
ご
対
応
頂
い
た
神
奈
川
県
、
北

海
道
、
熊
本
県
の
皆
様
方
に
は
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

ま
と
め

　

  今 回 読 ん だ 絵 本
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  今 回 読 ん だ 絵 本

達
磨
の
よ
う
に
…
…

宇
宙
に
実
在
し
て
い
る
偉
大
な
力
を
分
け
与
え

ら
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
の
自
己
を
認
識
し
て
も

ら
い
た
い
。
価
値
あ
る
人
間
と
し
て
の
、
し
か

も
、
誰
も
が
等
し
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を

持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
宇
宙
に
は
、
目
に
は
見
え

な
い
に
せ
よ
、
す
ば
ら
し
い
働
き
が
存
在
し
、
あ

ら
ゆ
る
生
命
は
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
、

君
ら
も
信
じ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
七な
な

転こ
ろ
び

八や

起お
き

、
不ふ

撓と
う

不ふ

屈く
つ

の
言
葉
で

象
徴
さ
れ
る
達だ
る

磨ま

の
よ
う
な
人
間
に
な
り
な
さ

い
。「
茶ち
ゃ

碗わ
ん

や
ら
焼
し
ょ
う

酎ち
ゅ
うの

看
板
に
な
っ
て
い
る
達

磨
な
ん
て
威
厳
に
欠
け
る
」、
そ
う
言
う
人
も
い

る
で
し
ょ
う
。
で
も
だ
、
最
高
か
ら
最
低
ま
で
行

け
て
、
し
か
も
最
後
に
は
ピ
タ
リ
と
ま
っ
す
ぐ
に

止
ま
る
起
き
上
が
り
こ
ぼ
し
、
そ
れ
が
達
磨
で

あ
っ
て
、
私
は
す
ば
ら
し
い
と
思
う
な
。

掛
け
軸
や
団う
ち
わ扇
に
描
か
れ
て
目
を
楽
し
ま
せ
、

看
板
に
な
っ
て
人
を
引
き
寄
せ
、
玩
具
に
な
っ
て

子
供
と
遊
ぶ
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
に
近
し
い
存
在
の

人
は
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
達
磨
に
近
づ
き
た
い

と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
生
き
方
を
す
る
人
間
に

な
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
こ
け
て
も
す

ぐ
起
き
上
が
り
、「
参
っ
た
」を
言
わ
な
い
。
私

は
、
だ
か
ら
達
磨
に
近
づ
く
努
力
を
し
て
い
る

が
、
そ
う
い
う
人
間
に
な
る
の
、
い
い
ぞ
。

い
ろ
い
ろ
な
生
き
方
が
あ
る
し
、
君
ら
は
若
い

か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
長
い
人
生
に
、
失
恋
も
あ
れ

ば
失
業
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
け
さ
の
新
聞

だ
っ
た
か
、「
不
正
に
巻
き
込
ま
れ
自
殺
」な
ん
て

記
事
が
載
っ
て
い
た
が
、
君
ら
だ
っ
て
、
将
来
そ

う
い
う
事
態
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
で
も
ね
、
汚
い
政
治
家
や
ら
を
か
ば

う
た
め
に
己
の
寿
命
を
縮
め
る
な
ん
て
、
ば
か
ら

し
い
し
、
自
殺
な
ん
て
ね
、
卑ひ

怯き
ょ
う

者も
の

の
す
る
こ

と
だ
。
勝
手
に
生
ま
れ
た
の
は
お
ら
ん
の
だ
。
死

ぬ
の
も
勝
手
に
す
る
な
。
自
然
に
尽
き
る
か
殺
さ

れ
る
か
ま
で
待
っ
と
れ
。
私
は
も
う
だ
め
だ
、
も

う
で
き
な
い
と
簡
単
に
自
分
で
自
分
を
捨
て
た

ら
、
結
局
だ
め
に
な
る
し
か
な
い
。
大
い
な
る
生

命
の
働
き
を
持
っ
た
す
ば
ら
し
い
人
間
の
一
人
だ

と
い
う
自
覚
か
ら
発
す
る
、
う
ぬ
ぼ
れ
で
な
い
自

己
を
確
立
す
べ
く
努
め
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、
達
磨
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
い
。
君
ら
に

も
達
磨
の
子
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

開祖語録
ダイジェスト

　1968年4月
　大学合宿

子供たちの意外な反応に
読み手もビックリ！

本部道院　冨田 雅志

「あ、かわいそう」。１ページ目を開いて読み始めたと
き、この言葉とともに、少年拳士たちの悲しそうな表情
が飛び込んできました。
「え、そんな顔をしなくても」と思いましたが、「ああ、
こんなふうに感じるのか」「悲しいときは、こんな表情を
するのか」と納得し、読み進めていきました。
絵本の読み聞かせでは、修練中には気付くことのな

い、子供たちの表情や感情を見ることができます。私の
つたない話し方にもかかわらず、じっと集中する姿に、
日頃の指導も同じように子供たちと向き合ってやってい
かなければなと思いました。
そして、絵本を読み終えたあとは、物語を通して同じ
体験をした者同士として心の距離がぐっと縮まります。
こういう日は、あえて注意をしなくても休憩時間と修練
の切り替えが早く、遊びも修練も一生懸命に取り組んで
くれます。
そんなきょうは、“とってもいいひ”。

「何だかきょうは悪いことばかり。
だってね、小鳥は自慢の羽が抜けちゃったし、
子犬は……。きょうはいい日、悪い日、どっちかな」

とってもいいひ
作：ケビン・ヘンクス
訳：いしい　むつみ

5   あ・うん　2016　長月・神無月
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法を問い　
学を修める

｢

修
行
の
目
的
と
手
段｣
vol.48

文／飯塚 久雄

多
く
の
禅
僧
の
伝
記
を
掲
載
し
て
い
る『
伝
灯
録
』

に
、
南な

ん

嶽が
く

懐え

譲じ
ょ
うと

馬ば

祖そ

道ど
う

一い
つ

と
の
問
答
が
載
っ
て
い

ま
す
。

「
道
一
が
ま
だ
悟
り
を
開
く
前
で
、
伝
法
院
で
学

ん
で
い
る
と
き
の
こ
と
。
彼
は
毎
日
、
一
生
懸
命
座

禅
を
組
ん
で
い
た
。
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
懐
譲
禅

師
が
聞
い
た
。

『
お
前
は
何
を
求
め
て
座
っ
て
い
る
の
か
』

『
仏
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
す
』

懐
譲
禅
師
は
ど
こ
か
ら
か
煉れ

ん

瓦が

を
一
つ
拾
っ
て
き
て
、

道
一
が
座
禅
し
て
い
る
岩
で
ご
し
ご
し
磨
き
始
め
た
。

道
一
が
不
思
議
に
思
っ
て
聞
い
た
。

『
一
体
何
を
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
』

『
鏡
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
な
』

道
一
は
吹
き
出
し
た
。

『
煉
瓦
を
磨
い
た
っ
て
鏡
が
で
き
る
も
ん
で
す
か
』

懐
譲
が
言
っ
た
。

『
座
禅
を
し
た
と
て
、
成
仏
で
き
る
も
の
か
』

道
一
は
瞬
間
、
く
ら
っ
と
す
る
も
の
を
感
じ
た
。

『
で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
す
か
』

『
人
が
牛ぎ

っ

車し
ゃ

を
御
し
て
い
く
と
き
、
車
が
進
ま
な

か
っ
た
ら
車
を
打
て
ば
よ
い
の
か
、
牛
を
打
て
ば
よ

い
の
か
』

懐
譲
が
道
一
に
言
っ
た
。

『
お
前
は
座
禅
を
学
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

座
っ
た
仏
を
学
ん
で
い
る
の
か
。

も
し
座
禅
を
学
ん
で
い
る
の
な
ら
、
座
禅
は
座
る

所
に
は
な
く
…
…
禅
と
い
う
の
は
、
座
っ
て
、
心
を

静
め
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
静
か
だ
と
思
わ
れ
る

そ
の
静
け
さ
ま
で
も
打
ち
壊
し
て
し
ま
わ
な
け
れ

ば
、
そ
こ
か
ら
も
抜
け
出
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
境
地

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
座
っ
た
仏
を
求
め
て
い
る
な
ら
、
仏
は
一
定

の
形
相
で
は
な
い
…
…
仏
は
お
堂
の
中
に
座
っ
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
森
羅
万
象
の
世
界
、
全
宇
宙

を
自
由
に
駆
使
し
、
ま
た
自
由
に
享
受
す
る
こ
と
の
で

き
る
世
界
こ
そ
が
仏
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
お

前
が
、
座
っ
て
い
る
仏
の
真ま

似ね

を
す
る
な
ら
、
そ
れ
は

仏
を
辱
め
る
こ
と
で
あ
り
、
座
る
こ
と
に
執
着
す
る
な

ら
、
理
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
』」（
※
1
）

こ
の
故
事
か
ら
、
目
的
の
た
め
の
手
段
・
方
法
に

夢
中
に
な
っ
て
し
ま
い
、
何
の
た
め
に
行
っ
て
い
る

の
か
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
の
愚
に
気

付
か
さ
れ
ま
す
。

少
林
寺
拳
法
は
、
布
教
の
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的

で
は
な
い
と
開
祖
は
言
わ
れ
ま
す
。

「
私
が
た
ま
た
ま
、
少
林
寺
拳
法
と
称
す
る
技
術

を
布
教
の
手
段
に
使
っ
た
か
ら
し
て
、
そ
の
始
め
た

動
機
も
目
的
も
理
解
し
な
い
で
、
た
だ
少
林
寺
拳
法

の
技
だ
け
教
え
て
、
そ
れ
で
足
れ
り
と
い
う
人
が
、

中
に
は
あ
る
の
で
す
。
私
は
こ
れ
を
こ
の
際
、
徹
底

的
に
是
正
し
て
も
ら
い
た
い
。（
中
略
）要
す
る
に
、
技

術
を
教
え
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
人
間
を
つ
く
る

こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
私
が
何
を
考
え
、

何
を
目
的
と
し
た
か
を
理
解
せ
ず
し
て
技
術
だ
け
を
と

や
か
く
言
う
こ
と
は
、
金
剛
禅
の
同
志
で
も
な
け
れ

ば
、
指
導
者
で
も
な
い
と
言
い
た
い
の
で
す
」（
※
2
）

少
林
寺
拳
法
創
始
の
原
点
は
、
鎮
魂
行
の
と
き
の

「
教
典
／
信
条
第
四
」に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
一ひ

と
つ、
我わ

れ

等ら

は
、
法
を
修
め
、
身
心
を
練
磨
し
、

同
志
相
親
し
み
、
相
援た

す

け
、
相
譲
り
、
協
力
一
致
し

て
理
想
境
建
設
に
邁ま

い

進し
ん

す
」

私
た
ち
金
剛
禅
門
信
徒
が
目
指
す
、「
人
づ
く
り

に
よ
る
理
想
境
づ
く
り
」な
の
で
す
。

※
１
：『
悟
り
の
瞬
間　

禅
の
奥
義
書「
伝
灯
録
」を

解
く
』素
空
慈
・
著
／
塩
田
今
日
子
・
訳（
1
7
6
～

1
7
8
ペ
ー
ジ
よ
り
）

※
２
：「
開
祖
語
録
／
初
心
に
か
え
ろ
う
」（
出
典
：

『
あ
ら
は
ん
』1
9
8
2
年
9
月
号
）



7   あ・うん　2016　長月・神無月

◆「
少
林
寺
拳
法
」っ
て
何
？

1
9
7
5（
昭
和
50
）年
、
少
林
寺
拳
法
を
初
め
て

目
に
し
ま
し
た
。

今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
動
き
に
、「
何
だ
、
こ

り
ゃ
」と
驚
い
た
の
は
、
21
歳
の
と
き
で
し
た
。

入
門
の
き
っ
か
け
は
、
先
輩
の
し
つ
こ
い
勧
誘
で

し
た
。
一
年
ほ
ど
過
ぎ
た
こ
ろ
、
そ
ろ
そ
ろ
諦
め
て

く
れ
た
か
な
と
思
っ
て
油
断
し
て
い
た
ら
、
一
瞬
に

し
て
誘
い
の
連
攻
撃
が
あ
り
、
つ
い
に
入
門
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

今
思
う
と
、
あ
れ
は「
当あ

て

身み

の
五
要
素
」に
よ
る
も

の
か
な
と
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
残
念
な
こ

と
に
、
あ
れ
ほ
ど
親
身
に
な
っ
て
誘
っ
て
く
れ
た
先

輩
は
、
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

私
に
入
門
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
恩

人
で
あ
る
先
輩
に
、
現
在
の
私
の
姿
を
見
て
い
た
だ

け
な
か
っ
た
こ
と
が
心
残
り
で
す
。

◆
師
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
開
祖
へ

私
は
、
開
祖
晩
年
と
同
年
代
に
生
き
な
が
ら
、
一

度
も
開
祖
に
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

30
年
前
に
道
院
を
設
立
し
た
当
時
、
道
院
長
で
あ
り

な
が
ら
開
祖
を
知
ら
な
い
、
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と

が
な
い
道
院
長
と
し
て
、
門
下
生
に
ど
の
よ
う
に
創

始
者
で
あ
る
開
祖
の
教
え
を
伝
え
て
い
け
ば
い
い
の

か
悩
ん
だ
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
他
の
先
生
方
が
開

祖
に
直
接
教
え
を
請
い
、
ま
た
手
を
取
っ
て
い
た
だ

い
た
お
話
を
聞
く
と
、
道
院
長
と
し
て
自
分
の
存
在

が
薄
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
い
ま
さ
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
決
心

し
、
そ
れ
な
ら
…
…
と
、
開
祖
か
ら
直
接
教
え
を
頂

い
た
先
生
方
に
お
会
い
し
、
開
祖
を
知
ろ
う
と
思
い

ま
し
た
。
努
め
て
帰
山
し
、
宿
舎
で
い
ろ
ん
な
先
生

方
の
部
屋
に
お
邪
魔
し
て
は
、
夜
遅
く
ま
で
お
話
を

聞
き
入
っ
た
も
の
で
す
。
そ
ん
な
中
、
隻せ

き

腕わ
ん

の
上う
え

田だ

清き
よ
し

先
生
と
の
法
縁
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

錫し
ゃ
く

杖じ
ょ
う

に
も
興
味
は
あ
り
ま
し
た
が
、
上
田
先
生
の

開
祖
へ
の
思
い
を
直
接
お
伺
い
し
た
く
手
紙
を
出
し

た
と
こ
ろ
、「
い
つ
で
も
直
島
に
来
て
い
い
よ
」と
返

事
を
頂
き
、
自
分
み
た
い
な
名
も
知
ら
な
い
道
院
長

を
快
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
の
器
の
大
き
さ
に

感
激
し
ま
し
た
。

上
田
先
生
は
、
開
祖
と
の
出
会
い
や
入
門
を
許
さ

れ
た
当
時
の
こ
と
を
話
さ
れ
る
と
き
、
い
つ
も
涙
を

流
さ
れ
ま
す
。
自
分
も
胸
が
熱
く
な
り
、
上
田
先
生

の
思
い
か
ら
開
祖
の
お
姿
が
浮
か
び
ま
し
た
。

◆
春
・
夏
・
秋
・
冬

機
構
改
革
が
進
み
、
今
ま
さ
に
金
剛
丸
は
荒
波
か

ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

修
練
場
所
を
専
有
道
場
の
み
に
一
本
化
し
、
大
き

く
変
わ
っ
た
こ
と
は
場
の
雰
囲
気
で
す
。
祭
壇
を

前
に
し
、
そ
れ
ま
で
の
少
林
寺
拳
法
の
練
習
か
ら
、

「
行
」と
し
て
の
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

に
変
わ
り
ま
し
た
。

専
有
道
場
は
、
そ
れ
ま
で
の
修
練
場
所
か
ら
遠
く

な
り
不
便
に
な
っ
た
せ
い
か
、
足
が
遠
の
い
た
拳
士

も
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
も「
行
」で
あ
る
少
林
寺

拳
法
を
本
気
で
学
ぼ
う
と
す
る
拳
士
に
は
勇
気
づ
け

ら
れ
ま
す
。
何
で
も
手
に
入
る
こ
の
時
代
に
、
不
便
・

不
自
由
・
不
親
切
が
本
物
を
育
て
る
手
段
で
も
あ
る

こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

今
は
ま
だ
、
秋
田
仁
賀
保
道
院
は
冬
の
時
代
で
す
。

し
か
し
、「
易
経
」に
、
冬
の「
時
中
」は
滋
養
に
富
ん

だ
土
壌
づ
く
り
を
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
あ
り
ま
す

が
、
冬
は
春
に
種
を
蒔ま

く
た
め
の
肥ひ

沃よ
く

な
土
づ
く
り

を
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
す
。

幸
い
に
し
て
今
、
道
院
に
小
さ
な
芽
が
息
吹
き
始

め
て
い
ま
す
。
三
人
の
小
さ
な
少
年
拳
士
た
ち
が
、

こ
の
地
で
育
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
可
能
性

を
秘
め
た
小
さ
な
種
子
た
ち
で
す
。

金
剛
禅
の
教
え
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
人
生
の
宝
と

な
る
よ
う
育
て
て
い
く
こ
と
が
、
自
分
に
課
せ
ら
れ

た
使
命
で
あ
り
、
法
縁
に
よ
っ
て
巡
り
合
え
た
門
下

生
と
と
も
に
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

秋
田
仁
賀
保
道
院　

道
院
長　

佐
藤 

典
之

良
師
を
求
め
て
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小池 靖彦　176期生
大導師大範士八段

開
祖
の
言
う
こ
と
に
間
違
い
な
し

私
が
学
生
の
こ
ろ
、
開
祖
は
特
に
大
学

生
を
大
事
に
し
て
く
れ
、
直
接
手
を
取
っ

て
教
え
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
開

祖
が
自
分
た
ち
を
見
て
く
れ
て
い
る
と
い

う
の
は
大
変
嬉う

れ

し
か
っ
た
で
す
。

道
院
長
勤
続
10
年
の
表
彰
を
頂
い
た
と

き
に
は
、
名
前
を
覚
え
て
く
れ
て
い
て
、

壇
上
で
開
祖
か
ら
、「
よ
う
頑
張
っ
た
の

う
」と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
大
変
嬉

し
か
っ
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

私
が
こ
れ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は

開
祖
の
お
か
げ
で
す
。
時
に
は「
突
撃
し

ろ
」と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
指

を
く
わ
え
て
い
て
も
進
展
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
は
、
開
祖
の
言
わ
れ
た
と
お
り

や
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
が
い
ち
ば

ん
大
事
で
す
。
開
祖
の
言
っ
て
い
る
こ
と

に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

担当／冨田雅志

全文はサイトへ

ダイジェスト ×

道院長

元気の素
福岡・久留米東道院
道院長　林 大助（48歳）

私
は
、
入
門
か
ら
８
年
で
道
院
を
開
設

し
ま
し
た
。
武
道
専
門
コ
ー
ス（
武
専
）の

派
遣
教
員
の
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、「
君

た
ち
は
、
指
導
者
と
な
る
た
め
に
こ
こ
に

学
び
に
来
て
い
る
ん
だ
。
将
来
は
、
ぜ
ひ

道
院
を
持
っ
て
指
導
し
て
ほ
し
い
」と
の
言

葉
が
胸
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
特

別
昇
格
考
試
の
受
験
が
迫
っ
た
こ
ろ
に
、

師
で
あ
る
西
原
良
輝
道
院
長（
久
留
米
道

院
）に
、「
も
し
、
四
段
が
取
れ
て
場
所
が

確
保
で
き
る
な
ら
、
一
人
で
や
っ
て
み
ら

ん
ね
」と
の
お
言
葉
を
頂
き
、
加
え
て
同

時
期
に
武
専
で
よ
く
指
導
し
て
い
た
だ
い

て
い
た
近
隣
小
教
区
の
下
河
典
昭
道
院
長

（
大お

お

牟む

田た

東
道
院
）に
、「
林
さ
ん
が
道
院

を
設
立
す
る
な
ら
、
孫
を
任
せ
た
い
」と

言
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
一
気
に
火
が

点つ

い
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

君
た
ち
は
、
指
導
者
と
な
る
た
め
に

学
び
に
来
て
い
る

vol.33

武道専門コースに通っていたことが、
道院長になる大きなきっかけとなった▼1999年に拳士たちと帰山（右から6番目）

※
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
。

※
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
。
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埼
玉
県
第
10
小
教
区

2
0
1
6（
平
成
28
）年
6
月
5

日
、
埼
玉
県
で
初
め
て
の
小
教
区
研

修
会
が
、
埼
玉
白
岡
道
院
専
有
道
場

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

初
め
て
の
小
教
区
研
修
会
が
決
ま

り
、
県
教
区
の
幹
部
の
先
生
方
と
綿

密
に
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
準
備
し

て
き
ま
し
た
が
、
開
催
決
定
よ
り
実

施
ま
で
日
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
参
加
人
数
が
14
名
と
少
な

く
、
担
当
小
教
区
長
と
し
て
不
安
も

あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
午
前
中
の
講
義「
乱
捕

り（
＝
運
用
法
）が
行
で
あ
る
た
め
の

指
導
の
要
点
」で
は
、
講
師
の
熱
弁

と
受
講
者
の
熱
心
な
態
度
が
相
ま
っ

て
、
金
剛
禅
の
あ
り
方
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、
午
後
の
易え

っ

筋き
ん

行ぎ
ょ
う

で
は

全
員
で
技
法
の
原
理
・
原
則
を
再
確

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

他
道
院
拳
友
会
よ
り
、
大
分
県

で
行
わ
れ
る
全
国
大
会
に
出
場
す

る
拳
士
を
招
待
し
、
演
武
を
披
露

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
梅
津
道

院
の
拳
士
に
も
非
常
に
大
き
な
刺

激
と
な
り
、
今
後
の
修
練
へ
の
励

み
と
な
っ
た
よ
う
で
し
た
。

演
武
祭
を
行
う
に
あ
た
り
、
募

金
を
行
い
、
そ
の
成
果
は
、
京
都

新
聞
社
会
福
祉
事
業
団
と
日
本
ユ

ニ
セ
フ
協
会
へ
寄
託
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　（
岡
　
寛
）

金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺

本
年
2
月
に
落
慶
し
た
金
剛
殿

（
旧
道
場
お
よ
び
記
念
館
）に
お
い

て
、
7
月
23
日
、
多
度
津
町
内
外

の
親
子
を
対
象
と
し
た
教
室
を
開

催
し
ま
し
た
。

NEWS   活動報告

投稿大募集　〒764-8511 香川県仲多度郡多度津町本通3-1-48　金剛禅総本山少林寺 広報誌担当宛　TEL.0877-33-1010　FAX.0877-56-6022
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。

拳
士
の
皆
様
を
お
招
き
し
て
、
ア
ッ

ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
の
会
と
な
り
ま

し
た
。

遠
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
青
坂
寛

ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
オ
フ
ィ
ス（
責
任
者
）、

マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
カ
ル
ガ
ッ
テ
ィ
・
イ

タ
リ
ア
連
盟
会
長
が
ご
出
席
く
だ
さ

り
、
国
境
を
越
え
た
先
生
方
の
強
い

絆
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

演
武
披
露
や
手
作
り
の
メ
モ
リ
ア

ル
ム
ー
ビ
ー
、
ご
来
賓
の
ご
祝
辞
な

ど
か
ら
、
道
院
長
が
実
に
多
く
の
人

に
愛
さ
れ
、
大
事
に
さ
れ
て
、
こ
の

記
念
す
べ
き
日
を
迎
え
ら
れ
た
の
だ

と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

頂
い
た
エ
ー
ル
を
原
動
力
と
し

て
、
さ
ら
に
道
院
の
発
展
に
尽
力
し

て
い
こ
う
と
、
拳
士
一
同
誓
い
合
っ

た
記
念
日
で
し
た
。　
　（
見
瀬
安
司
）

梅
津
道
院

7
月
10
日
、
梅
津
道
院
専
有
道
場

に
お
い
て
、
拳
士
、
来
賓
、
保
護
者

を
含
め
、
総
勢
1
0
0
名
程
度
で
36

周
年
記
念
演
武
祭
を
開
催
し
、
少
年

部
、
一
般
の
日
頃
の
修
練
成
果
を
発

表
す
る
と
と
も
に
、
金
剛
禅
の
布
教

を
行
い
ま
し
た
。

ふ
だ
ん
、
道
院
で
の
修
練
を
見
る

こ
と
が
少
な
い
少
年
部
の
保
護
者
の

方
に
演
武
な
ど
を
見
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
へ
の

認
し
、
修
練
に
汗
を
流
し
ま
し
た
。

一
日
の
研
修
会
が
あ
っ
と
い
う
間

に
過
ぎ
、
全
員
か
ら「
充
実
し
た
研

修
会
だ
っ
た
ね
」と
い
う
言
葉
が
出

て
、
担
当
小
教
区
長
と
し
て
金
剛
禅

修
行
に
自
信
を
深
め
た
一
日
と
な
り

ま
し
た
。
他
小
教
区
長
に
も
、
研
修

会
開
催
を
促
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　（
田
中
一
彦
）

大
和
桜
井
安
部
道
院

去
る
6
月
11
日
、
ホ
テ
ル
日
航
奈

良
に
お
い
て
、
大
和
桜
井
安
部
道
院

設
立
30
周
年
記
念
祝
賀
会
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
。

同
日
は
、
九
州
地
区
道
院
長
研
修

会
の
予
定
日
で
あ
っ
た
た
め（
後
に

9
月
へ
延
期
）、
本
山
ご
来
賓
の
ご

招
待
は
自
粛
い
た
し
ま
し
た
が
、
日

頃
か
ら
迎
田
展
孝
道
院
長
と
親
し
く

交
流
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
先
生
・

本
事
業
は
、
地
域
へ
の
貢
献
と
、

金
剛
禅
で
推
進
す
る「
絵
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」「
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
」の

認
知
度
向
上
を
目
指
し
て
継
続
的
に

行
っ
て
い
る
も
の
で
、
今
回
は
、
過

去
最
多
の
約
40
名
の
参
加
者
が
あ
り

ま
し
た
。

健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
基
に
し
た
簡

単
な
体
操
を
行
っ
て
、
心
地
よ
い
汗

を
か
い
た
後
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

を
行
い
ま
し
た
。
読
み
聞
か
せ
が
始

ま
る
と
、
子
供
た
ち
は
熱
心
に
聞
き

入
っ
て
い
ま
し
た
。

絵
本
は
、
読
む
者
と
聞
く
者
の
距

離
を
縮
め
、
道
場
内
で
の
一
体
感
を

醸
成
す
る
の
に
非
常
に
有
意
な
ツ
ー

ル
で
あ
る
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
し

た
。
読
み
聞
か
せ
の
後
、
金
剛
禅
に

つ
な
が
る
法
話
を
行
う
こ
と
で
、
布

教
の
場
と
し
て
も
意
義
深
い
取
り
組

み
に
な
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

（
倉
本
亘
康
）

小
教
区
研
修
会
を
開
催

36
周
年
記
念
演
武
祭

設
立
30
周
年

記
念
祝
賀
会

地
域
の
親
子
に

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
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I N F O R M A T I O N
僧階昇任者

大導師
■2016年7月3日付
高橋 康子（江別大東道院）
織田 一男（石狩北道院）
佐藤 典之（秋田仁賀保道院）
鈴木 之雄（石川河北道院）
島津 昌弘（浜松中央道院）
宮崎 正志（静岡馬渕道院）

薦田 一行（安城道院）
横田 裕（東大阪中央道院）
梅里 和彦（東豊中道院）
酒井 英幸（山陽網干道院）
松田 和子（福岡大野城道院）
中導師
■2016年4月1日付
松島 義治（浅草蔵前道院）

巴 昭彦（高知港道院）
■2016年5月1日付
西 慶隆（大阪今里道院）
■2016年6月1日付
髙橋 正詠（福島小倉寺道院）
御田 武亨（大阪東住吉道院）
■2016年7月3日付
永野 浩史（熊谷道院）

柴田 明（東京錦糸道院）
中川 貴司（川崎西道院）
砂月 恵美（岐阜可児道院）
藍場 庸司（富士南道院）
森下 美砂（富士南道院）
黒瀬 一輝（愛知高上道院）
黒瀬 好子（愛知朝日道院）
佐脇 浩一郎（三重津東道院）

正範士

■2016年6月5日付

稲村 徳弥（北海道標津道院）

■2016年6月19日付

日向 訓（盛岡仁王道院）

准範士
■2016年6月5日付
薮 皓一（上磯スポーツ少年団）
髙橋 伸洋（牛久市スポーツ少年団）
■2016年6月26日付
平井 智一（足柄道院）

三井 純一（京都教職員）
岩城 潤也（東吉野道院）
中西 宏彰（和歌山今福スポーツ少年団）
田村 茂人（徳島国中寺道院）
佐々木 太一（徳島国中寺道院）
藤野 起夫（阿波市場道院）
田中 伸彦（伊予松前道院）

法階昇格者

成
なり

田
た

 實
みのる

　札幌北都道院道院長、 326期生、大導師准範士七段、

　　　　　 2016年6月7日逝去、満81歳

訃報
布施
豊田末野原道院　服部 俊美……………………………………10,000円

お布施

◎◎◎ 第６期宗道臣塾、 11月より東京で開講！◎◎◎

　私は、この塾を毎回楽しみにしています。それは、「人が

変わる瞬間」を目の当たりにできるからです。開祖の志の継

承者、それは自らの志を持つ人です。「人づくり」に正面から向

き合ってみませんか？

宗道臣塾　塾長

▪研修内容：⑴宗道臣について　⑵社会動向とその洞察について　⑶感性について　⑷実践論

▪第６期宗道臣塾概要
☆主　催：一般社団法人SHORINJI KEMPO UNITY
☆会　場：金剛禅総本山少林寺 東京別院
☆定　員：30名

☆日　程：ステージ１／2016年11月12日（土）～13日（日）
　　　　　ステージ２／　　　12月10日（土）～11日（日）
　　　　　ステージ３／2017年  1月28日（土）～29日（日）

★受講者の声
塾長や講師、道院長（塾生）と語り合い、それぞれの価値観や問
題意識に触れ、今の社会に少林寺拳法をどう生かしていくの
か、考えを深める機会となった。（４期生・正拳士四段・20代）

技術修練を行わない内容に、興味と期待、不安もあったが、
開祖の横顔に触れ、「志」を再認識できた。自分自身、新た
な使命感を持つようになった。（５期生・正範士七段・60代）

▶ 本山達磨祭のご案内
⃝テーマ「架け橋～であう・つながる・ひびきあう～」
　♦︎日時：2016年10月2日（日）　10：00～16：00
　　本山に帰山して、達磨祭の楽しさを体で感じてください！ 最後は、
　　多

た

度
ど

津
つ

京
きょう

極
ごく

少林寺拳法太鼓と一斉演武でお祭りを盛り上げます。

【プログラム（予定）】
  8:30 拳士集合（本堂）
10:00 法要（一般公開）
 大演武奉納
 ステージイベント

 グルメ屋台
 抽選会
 ワークショップ
16:00 太鼓・一斉演武
16:30 拳士解散
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少林寺拳法健康プログラム、貴重な体験も
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48
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編集後記▶よく道端で、アスファルトを押し
割って出ようとしている草の芽を見かけます。
ものすごい生命力です。柔らかい芽がどうして
こんな固いアスファルトを、と思います。育と
うとする力、命を全

まっと

うしようとする力。それは
もちろん人間にも細胞レベルで備わっているは
ずのもの。▼とはいえ、人生のいろいろな障
害をものともせずに日々を楽しく生きられる人
など、そうそういないはず。誰しも人からの支
えや励まし、夢や希望があってこそ前向きにな
れるもの。本来ある生きる力も奮い立つとい
うものです。▼今年５月の道院長研修会。宗
由貴総裁は、今の社会状況を背景に、「少林
寺拳法は人々の生きる力をサポートしていく」
と組織の方向性を語られました。本誌でも「生
きる力」をサポートしている道院のさまざまな
活動を、これからも紹介していきます。（さ）
表　　紙▶三野 智大 北海道出身。専門学校
札幌ビジュアルアーツ卒業。2016年3月より

「ダーマ」をテーマに『あ・うん』の表紙撮影に
取り組む。正拳士四段。　　　　　　　　　
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイト▶

http://www.shorinjikempo.or.jp/religious/
代表法話をはじめ、「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

　

旭
川
東
道
院
で
少
林
寺
拳
法
健
康
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

最
初
は
若
干
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
と
て

も
丁
寧
で
、
分
か
り
や
す
く
指
導
し
て
い
た

だ
け
る
の
で
、
難
し
い
動
作
に
も
安
心
し
て
つ

い
て
い
け
ま
す
。
ま
た
ユ
ー
モ
ア
も
あ
り
、
面

白
い
指
導
に
自
然
と
笑
顔
に
な
り
ま
す
。
新

し
い
友
人
も
増
え
、
始
ま
る
前
の
お
し
ゃ
べ
り

の
時
間
も
、
今
で
は
欠
か
せ
な
い
楽
し
い
生
活

の
一
部
で
す
。
そ
ん
な
笑
顔
で
、
楽
し
い
雰
囲

気
の
中
、
真
剣
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
向
き
合
っ
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
貴
重
な
体
験
と
し
て
、
老
健
施
設

へ
訪
問
し
、
少
林
寺
拳
法
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
ま
し
た
。
お
年
寄
り

の
皆
さ
ん
に
な
じ
み
や
す
く
な
る
よ
う
音
楽

を
童
謡
に
変
更
し
、
い
す
に
座
っ
た
ま
ま
参
加

で
き
る
よ
う
工
夫
も
行
い
ま
し
た
。
お
身か

ら
だ体

が
ご
不
自
由
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
皆
さ
ん
一
生
懸
命
に
や
っ
て
く
だ
さ
る
お

姿
に
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

　

後
日
、
施
設
で
発
行
し
て
い
る
季
刊
誌
の

中
で「
武
道
と
い
う
も
の
を
初
め
て
間
近
で
見

た
」「
見
る
側
の
熱
気
も
急
上
昇
、
と
て
も
盛

り
上
が
り
ま
し
た
」と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
頂
き

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
機
会
に

は
積
極
的
に
参
加
し
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に

少
林
寺
拳
法
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
存
在
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
仲
間
を
増
や
し
て
何
か
の
お
役

に
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ら
幸
い
だ
と
思
い

ま
す
。

　

体
力
も
つ
き
、
引
き
締
ま
り
、
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
し
、
心
に
も
身
体
に
も
効
果
が
出
て
い
ま

す
。
私
た
ち
の
様
子
に
合
わ
せ
、
強
度
や
ペ
ー

ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
効
率
よ
く
指
導
し
て

く
だ
さ
る
道
院
長
の
下
、
こ
れ
か
ら
も
楽
し

く
少
林
寺
拳
法
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ま
だ
ま

だ
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。



上
じょう

段
だん

突
づき

に対する内受を主体とした攻防法。内受に頼りすぎず、千
ち

鳥
どり

入
いり

身
み

を併用す
ることで攻撃をしっかりと捌

さば

いて受けること。
先（後の先、対の先、先の先、そして気の先）の会得・上達に適した法形であるの
で、修練度合いに応じてタイミングの工夫を図るとよい。
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の としての少林寺拳法 仁
に

王
おう

拳
けん

　内
うち

受
うけ

突
づき

Nio Ken, Uchi uke zuki


