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少
林
寺
拳
法
創
始
70
周
年
の
幕
開
け
で
す
。

慈
悲
心
を
備
え
た
自
信
と
勇
気
と
行
動
力
で
架
け
橋
を
つ
な
ぎ

笑
顔
あ
ふ
れ
る
幸
せ
の
絆
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

皆
様
の
ご
活
躍
、
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

金
剛
禅
総
本
山
少
林
寺
代
表　
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特集①

言
葉
を
使
う
の
で
す
が
、
こ
れ
に
は「
自
由

で
柔
軟
な
発
想
」と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い

ま
す
。
ど
う
し
て
も
人
は
固
定
観
念
に
縛

ら
れ
が
ち
で
す
。
考
え
が
凝
り
固
ま
っ
て
し

ま
う
と
、
視
野
は
狭
ま
り
、
行
動
範
囲
も

知
ら
ず
知
ら
ず
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
も
の

で
す
。

　

開
祖
が
目
指
し
た
世
の
中
、
理
想
境
と

は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
こ
さ
え

理
解
し
て
い
れ
ば
、
発
想
も
展
開
方
法
も
、

さ
ま
ざ
ま
で
い
い
ん
で
す
。
ど
う
か
自
然
体

で
、
そ
し
て
自
信
を
持
っ
て
、
こ
の
す
ば
ら

し
い
教
え
を
広
げ
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
で

す
ね
。

局
長　

開
祖
は
金
剛
禅
を
、「
釈
尊
の
正

し
い
教
え
を
現
代
社
会
に
生
か
す
道
」と

説
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
や
は
り
、

既
存
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
然
体
の

ス
タ
ン
ス
で
、「
今
」の
世
の
中
に
変
化
さ

せ
て
い
こ
う
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

師
家　

開
祖
は
中
国
に
い
た
こ
ろ
か
ら

道
院
を
、往
来
の
あ
る
賑
や
か
な
架
け
橋
に

2016年11月4日
金剛禅総本山少林寺

東京別院にて
担当／永安正樹

戦
後
の
混
乱
期
に
少
林
寺
拳
法
が
誕
生
し
、
つ
い
に
70
年
を
迎
え
た
。
時
と
と
も
に
世
相
も
変
化
す
れ
ど
、
社
会
の
混
迷
は
今
も
変
わ
ら
ず
、
生
き

る
価
値
を
見
い
だ
せ
な
い
人
々
は
多
い
。
そ
ん
な
人
々
に
寄
り
添
い
、
生
き
る
力
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
教
団
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
今
の
社
会
に
ど
う
向

き
合
う
か
。
宗
由
貴
師し

家け

と
大
澤
隆
代
表
、
そ
し
て
坂
下
充
宗
務
局
長
が
語
り
合
っ
た
。局

長　

い
よ
い
よ
少
林
寺
拳
法
創

始
70
周
年
の
記
念
す
べ
き
年
と
な

り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
金
剛
禅
教

団
が
こ
の
節
目
を
ど
う
捉
え
、
ど

の
よ
う
な
道
院
活
動
を
展
開
す
べ

き
か
、
師
家
お
よ
び
代
表
の
考
え

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

代
表　

言
う
ま
で
も
な
く
道
院
長

は
、
全
国
に
お
け
る
金
剛
禅
布
教

と
人
づ
く
り
の「
要
」で
あ
り
、
そ

の
拠
点
と
し
て
道
院
が
あ
り
ま
す
。

先
般
10
月
の
教
区
長
会
議
で
も
お

話
し
し
ま
し
た
が
、
道
院
長
の
先

生
方
に
は
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振

り
返
っ
て
い
た
だ
き
つ
つ
も
、
ぜ
ひ

ご
自
身
の
持
た
れ
る
長
所
や
得
意

分
野
を
生
か
し
、
闊か

っ

達た
つ

自
在
な
道

院
活
動
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

師
家　

私
は
よ
く「
自
然
体
」と
い
う

自
然
体
の
道
院
布
教

金剛禅総本山少林寺宗務局長　坂下 充

金剛禅総本山少林寺　代表　大澤 隆
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「
一イ

ー

定デ
ン

先シ
ェ
ン

生シ
ョ
ン」と

呼
ば
れ
、
皆
に
慕
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
考
え
が
ぶ
れ
な
い
、

言
う
こ
と
を
つ
ど
変
え
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
信
頼
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実

は
相
談
し
て
く
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

そ
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
一
つ
一
つ
変
え
て

い
た
よ
う
で
す
。
対
機
説
法
で
す
ね
。

相
手
を
見
極
め
、
そ
の
人
に
最
も
適
切

な
言
葉
を
選
ん
で
答
え
ら
れ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。

局
長　

技
も
そ
う
だ
っ
た
と
聞
い
て
い

ま
す
。
そ
の
人
の
体
格
や
性
質
、
得
意

不
得
意
を
瞬
時
に
見
抜
か
れ
て
、
そ
の

人
に
合
っ
た
技
の
指
導
を
さ
れ
て
い
た

の
だ
と
。
開
祖
か
ら
直
接
手
を
取
っ
て

教
わ
っ
た
先
生
方
の
技
を
拝
見
す
る

と
、
同
じ
技
で
も
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
捕

り
方
や
コ
ツ
が
異
な
る
の
は
、
そ
う

い
っ
た
理
由
な
の
で
し
ょ
う
。

代
表　

道
院
長
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
道
院
長
に
得
意
不
得
意
が

あ
っ
て
、
さ
ら
に
人
生
経
験
、
年
齢
、
社

会
的
地
位
や
家
庭
環
境
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
い
い
意
味
で
分

析
し
て
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
ど
う

生
か
す
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
性
あ
る
地
域
で
ど
の
よ
う
に
布

教
し
て
い
く
か
を
考
え
な
が
ら
、
十
人

十
色
の
道
院
活
動
を
展
開
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

師
家　

１
０
０
人
の
道
院
長
が
い
れ
ば
、

１
０
０
種
類
の
特
徴
あ
る
布
教
ス
タ
イ
ル

が
あ
っ
て
い
い
ん
で
す
よ
。

局
長　

師
家
が「
自
然
体
」で
し
た
ら
、
代

表
は
、
よ
く
道
院
長
を「
町
医
者
の
よ
う

に
」と
い
う
例
え
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

町
医
者
と
い
え
ば
、
先
日
こ
ん
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

　

風
邪
気
味
だ
っ
た
の
で
、
あ
る
お
医
者

さ
ん
に
行
く
と
、
診
察
室
に
入
る
な
り
、

看
護
師
さ
ん
が
注
射
を
用
意
し
て
立
っ
て

い
る
ん
で
す（
笑
）。
そ
し
て
お
医
者
さ
ん

は
ろ
く
に
目
も
合
わ
せ
ず
に
簡
単
な
問
診

を
し
て
、「
は
い
、
注
射
し
ま
し
ょ
う
」で

次
の
患
者
さ
ん
を
呼
ぶ
ん
で
す
ね
。
対
し

て
別
の
、
よ
く
知
っ
て
い
る
お
医
者
さ
ん

は
、
い
つ
も
丁
寧
に
様
子
を
聞
い
て
く
れ

て
、「
う
ん
、
大
丈
夫
、
大
丈
夫
！
」と
大

き
く
温
か
い
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
る
ん

で
す
。
す
る
と
不
思
議
な
も
の
で
、
た
っ

た
そ
の
ひ
と
言
で
、
本
当
に
大
丈
夫
に

な
っ
た
気
が
し
て
く
る
ん
で
す
ね
。
代
表

の
言
わ
れ
て
い
る
町
医
者
の
よ
う
な
道
院

長
と
は
、
こ
う
い
う
先
生
の
こ
と
な
の
か

な
と
。

師
家　

そ
の
先
生
は
私
も
よ
く
知
っ
て
い
る

方
で
す
。
確
か
診
察
室
に
も
大
き
く「
大
丈

夫
」っ
て
額
が
掛
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
よ

（
笑
）。

代
表　

恐
ら
く
最
初
の
お
医
者
さ
ん
は
、

「
す
で
に
や
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
」ん
で

し
ょ
う
。
誰
が
来
て
も
同
じ
対
応
。
し
か

し
、
あ
と
の
お
医
者
さ
ん
は
、
患
者
さ
ん
を

ま
ず
安
心
さ
せ
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
人
に

合
っ
た
診
察
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

道
院
長
も
同
じ
で
、「
道
院
で
す
る
こ
と

は
鎮
魂
行
、
準
備
体
操
、
基
本
…
…
」と
決

め
ら
れ
た
こ
と
を
ル
ー
チ
ン
ワ
ー
ク
の
よ
う

に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
道
院
に
来
ら
れ

た
方
を
ま
ず
受
け
止
め
て
、
そ
れ
か
ら
何

を
求
め
て
こ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
一
人
ひ
と

り
見
極
め
て
対
応
で
き
れ
ば
す
ば
ら
し
い
で

す
よ
ね
。

師
家　

ま
し
て
や
今
で
は
、
そ
ん
な
方
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。「
武
道
」を
求
め
て
来

ら
れ
る
方
ば
か
り
で
は
な
い
で
す
か
ら
。

局
長　

先
の
道
院
長
研
修
会
や
教
区
長
会

議
で
は
、
超
少
子
高
齢
化
社
会
に
よ
る
２

０
２
５
年
問
題
を
想
定
し
た
講
義
や
議
題

が
あ
り
、
道
院
長
や
教
区
長
に
大
き
な
反

応
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
の
増
加
に
よ
る
、
介
護
医

療
費
の
膨
大
な
国
民
負
担
な
ど
、
こ
れ
ま

で
に
な
か
っ
た
状
況
が
い
ろ
い
ろ
と
生
じ

る
社
会
を
迎
え
る
中
、
わ
れ
わ
れ
教
団
は

ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ

う
か
。

師
家　

経
済
の
圧
迫
は
確
か
に
市
場
を
縮

小
さ
せ
、
余
暇
活
動
の
減
少
に
も
つ
な
が

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
各
家
庭
の
家
計
に
お
い

て
も
、
い
わ
ゆ
る
趣
味
・
習
い
事
と
い
っ
た

科
目
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

そ
の
と
き
に
、
私
た
ち
の
道
院
活
動
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
門
信
徒
や
保
護
者
の
方
々

が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
か

明
ら
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

局
長　

わ
れ
わ
れ
の
活
動
目
的
は
決
し
て

「
技
芸
教
授
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
世
間

の
目
に
は
実
際
ど
う
映
っ
て
い
た
の
か
、

試
さ
れ
る
と
き
に
来
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

師
家　

少
し
違
っ
て
、
実
は
私
は
、
プ
ラ
ス

の
評
価
を
期
待
し
て
い
る
ん
で
す
。
全
国
の

道
院
長
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
っ
て
い
る
以
上

に
豊
か
な
道
院
活
動
に
邁ま

い

進し
ん

さ
れ
て
い
ま

す
。
儀
式
行
事
の
折
々
に
は
地
域
の
方
々

を
お
呼
び
し
、
専
有
道
場
を
憩
い
の
場
と

し
て
開
放
す
る
と
と
も
に
、
法
話
を
行
い
、

集
う
方
々
に
安
心
を
提
供
さ
れ
る
先
生
方

が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

実
施
し
、
高
齢
者
の
健
康
寿
命
の
引
き
延

ば
し
に
貢
献
さ
れ
て
い
る
道
院
も
数
多
く

安
心
で
き
る
、
安
心
さ
せ
る

道
院
長

２
０
２
５
年
問
題
を

ど
う
捉
え
る
の
か
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時
間
帯
の
異
な
る
道
院
が
連
携
し
て
門
信

徒
を
受
け
入
れ
た
り
、
休
眠
し
た
あ
と

も
ず
っ
と
つ
な
が
り
が
持
て
る
よ
う
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

ツ
ー
ル
を
活
用
し
た
り
…
…
。

師
家　

そ
ん
な
ふ
う
に
夢
を
膨
ら
ま
せ
て

い
く
と
楽
し
い
で
す
よ
ね
。
全
国
で
お
会
い

す
る
元
気
の
あ
る
道
院
長
は
、
皆
さ
ん
想

像
力
が
豊
か
で
、
前
向
き
な
夢
を
持
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
現
実
に

す
る
行
動
力
に
溢あ

ふ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

局
長　

夢
を
語
る
と
い
え
ば
、
今
年
は
い

よ
い
よ
少
林
寺
拳
法
創
始
70
周
年
の
記
念

事
業
が
実
施
さ
れ
る
年
で
す
。
70
年
間

培
っ
て
き
た
１
７
０
万
人
の
縁
を
結
集
し
、

人
と
人
、
人
と
地
域
を
つ
な
げ
る
さ
ま
ざ

ま
な
思
い
か
ら
、「
架
け
橋
た
れ
」と
い
う

テ
ー
マ
が
あ
り
ま
す
。

代
表　

こ
の「
架
け
橋
た
れ
」と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
、
私
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ま

す
。「
架
け
橋
を
カ
ケ
マ
シ
ョ
ウ
」で
は
な

く
、「
架
け
橋
は
も
う
カ
カ
ッ
テ
イ
マ
ス
」

と
。
先
生
方
は
こ
れ
ま
で
も
ず
っ
と
活
動
さ

れ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
。
門
信
徒
も
た

く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
し
、
地
域
に
も
す
っ
か

り
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
た
く
さ

ん
の
架
け
橋
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
院
で
、
も

70
周
年
の
テ
ー
マ

「
架
け
橋
た
れ
」

あ
り
ま
す
。

代
表　

先
日
の
道
院
長
研
修
会
で
、「
絵

本
で
広
げ
よ
う
金
剛
禅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を

発
表
し
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
、

そ
れ
以
前
か
ら
ず
っ
と
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
を
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
道
院
が
少
な

く
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
地

域
と
の
つ
な
が
り
に
、
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
が
一
役
買
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ま

た
、
少
林
寺
拳
法
の
技
の
理
を
生
か
し
て

介
護
に
役
立
て
て
い
る
、
と
い
う
門
信
徒

も
す
で
に
お
ら
れ
ま
す
。
地
域
で
大
変
活

躍
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
よ
。

師
家　

そ
う
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
ま

で
の
先
生
方
の
、
地
道
で
小
さ
な
積
み
重

ね
の
活
動
が
、
2
0
2
5
年
問
題
で
逆
に

明
ら
か
に
な
っ
て
、
少
林
寺
拳
法
に
内
在

し
て
い
る
、
地
域
社
会
に
住
ま
う
人
々
の
不

安
を
解
消
す
る
力
が
、
こ
れ
を
機
会
に
広

く
知
ら
し
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
で
あ

り
、
今
一
度
、
私
た
ち
自
身
で
、
そ
の
内
在

す
る
も
の
を
掘
り
起
こ
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

代
表　

そ
の
た
め
に
も
、
も
っ
と
自
由
な

取
り
組
み
や
工
夫
が
あ
っ
て
い
い
の
で
す
。

例
え
ば
門
信
徒
が
各
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

合
わ
せ
て
、
自
由
な
曜
日
や
時
間
帯
で
の

修
練
が
で
き
る
よ
う
、
近
隣
の
修
練
日
や

う
架
か
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

で
す
の
で
、
今
回
の
テ
ー
マ
は「
ま
た
新

し
い
こ
と
を
や
っ
て
く
だ
さ
い
」と
お
願
い

し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、「
橋
」は
人
の
往
来
が
な
い
と「
橋
」と

は
い
え
ま
せ
ん
の
で
、
せ
っ
か
く
苦
労
し
て

架
け
ら
れ
た
橋
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
、
も
っ
と
賑
や
か
に
し
ま
せ
ん
か
、
と
い

う
の
が
、
今
回
の
テ
ー
マ
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

局
長　

架
け
っ
ぱ
な
し
、
つ
く
り
っ
ぱ
な
し

で
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
か
ら
ね
。
例
え
ば

休
眠
さ
れ
た
OB
に
声
を
か
け
た
り
、
地
域

の
方
々
を
も
っ
と
お
呼
び
し
た
り
、
や
れ
る

こ
と
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
、
で
き
る

こ
と
は
無
限
大
に
広
が
り
そ
う
で
す
。

　

道
院
長
が
つ
く
っ
て
こ
ら
れ
た「
架
け
橋
」

を
、
拳
士
や
保
護
者
、
OB
、
地
域
の
方
々

に
関
係
者
…
…
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
往
来

し
て
い
る
シ
ー
ン
が
、
思
い
浮
か
ん
で
き
ま

し
た
。

師
家　

私
も
今
思
い
浮
か
ん
だ
の
で
す
が
、

例
え
ば
瀬
戸
大
橋
と
か
ゴ
ー
ル
デ
ン
ゲ
ー
ト

ブ
リ
ッ
ジ
と
か
、
実
際
の
橋
も
や
っ
ぱ
り
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
が
大
事
な
ん
で
す
よ
。
橋
の
上

で
は
い
ろ
ん
な
人
や
車
、
列
車
が
走
っ
て
い

る
ん
で
す
け
れ
ど
、
同
時
進
行
で
、
高
架

下
で
は
一
生
懸
命
ボ
ル
ト
を
閉
め
た
り
補
強

し
た
り
と
、
人
知
れ
な
い
手
直
し
が
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
向
こ
う
岸
ま
で
や
っ
と
た

ど
り
着
い
た
と
き
に
は
、
ち
ょ
う
ど
元
来
た

岸
側
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
か
か
ら
な
き
ゃ
い

け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
ろ
で（
笑
）。

局
長　

終
わ
ら
な
い
で
す
ね（
笑
）。

代
表　

だ
か
ら
こ
そ
、
後
継
者
づ
く
り
も

大
切
な
ん
で
す（
笑
）。
し
か
し
こ
う
い
っ
た

こ
と
は
、
大
変
で
す
が
や
り
が
い
に
満
ち
溢

れ
て
い
ま
す
。
道
院
長
も
そ
れ
を
ご
存
じ

で
、
頑
張
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
本

山
は
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
サ
ポ
ー
ト
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

　

こ
の
す
ば
ら
し
い
活
動
を
後
世
に
ず
っ
と

つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
も
、
共
に
架
け
橋
づ

く
り
に
邁
進
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

  今 回 読 ん だ 絵 本
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横
と
の
連
携
の
中
で
幸
せ
を
見
い
だ
そ
う

私
は
、「
少
林
寺
拳
法
で
生
き
が
い
を
与
え

る
」と
言
っ
て
き
た
。

諸
君
が
ね
、
生
き
が
い
を
ま
ず
見
つ
け
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
な
ん
だ

ぞ
。
禅
宗
の
極
意
は
、
自
己
の
発
見
だ
と
い
わ

れ
て
お
る
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
自
己
か
と
い
う
と
、
ダ
ー

マ
の
分
霊
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
素

直
に
分
か
る
と
い
う
こ
と
だ
。

で
、
欲
望
の
ま
ま
に
行
動
し
な
い
で
、
自
分

も
幸
せ
に
な
る
が
、
周
辺
の
人
に
も
幸
せ
に

な
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ん
。
そ
う
自
分
が
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
生

き
が
い
と
い
う
の
は
見
つ
か
る
の
で
あ
る
。

私
が
少＊

林
寺
を
建
立
し
た
目
的
は
い
く
つ
か

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
い
ち
ば
ん
強
調
し

て
お
る
の
は
、
天
皇
の
家
来
で
も
な
い
が
、
神

の
僕し

も
べで
も
な
い
、
ダ
ー
マ
の
分
霊
を
持
っ
た
自

己
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
す
ば
ら

し
い
ダ
ー
マ
の
分
霊
を
持
つ
一
人
ひ
と
り
の
人

間
が
、
わ
れ
わ
れ
は
縦
割
り
民
族
と
し
て
、
縦

に
し
か
教
育
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
横
の
人
と

つ
な
が
っ
て
、
横
と
の
連
携
の
中
で
一
つ
の
幸

せ
を
見
い
だ
そ
う
と
。
そ
れ
が
少
林
寺
拳
法
の

最
大
の
ね
ら
い
な
の
で
す
。

だ
か
ら
、
少
林
寺
拳
法
が
今
、
最
大
・
最
重

点
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
横
に
助
け
合
え
る
、

手
を
携
え
て
、
そ
う
し
て
共
通
の
利
益
の
た
め

に
、
幸
せ
の
た
め
に
、
行
動
で
き
る
体
制
づ
く

り
を
や
り
た
い
。
こ
れ
は
、
何
か
あ
っ
た
と
き

に
必
要
な
の
だ
し
、
い
ち
ば
ん
ま
た
役
に
立
つ

の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
の
拳
の
道
を
行
じ
て
、
し
か
も
同

じ
と
こ
ろ
で
、
同
じ
目
的
を
持
っ
て
行
動
し
て

い
る
者
同
士
だ
け
で
も
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
私

は
い
い
と
思
う
。「
同
志
相
親
し
み
」と
は
、
そ

れ
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

＊
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
。

開祖語録
ダイジェスト

　1975年９月
　指導者講習会

子供の世界

滋賀新旭道院
磯部 亜希

「きょう、絵本するよ～」「やったー！」。今回は３冊。
『おえどのおなら』で笑顔いっぱい。『しんでくれた』で感
じてもらい、『でるでるでるぞ ガマでるぞ』で笑いと感
性、という構成に。

私が重点を置いたのは、『しんでくれた』。この絵本を
選ぶとき、“こんなん読んでもいいのかな～ ”という、私
の大

・

人
・

の
・

頭
・

が働きました。タイトルも内容も衝撃的だっ

たからです。「怖いかな？　読んでもいい？」「いいよ～！
怖くなんかない！」。実際に読むと、子供たちは真剣。
子
・

供
・

の
・

心
・

の
・

世
・

界
・

を少し覗
のぞ

くことができ、私の頭の固さを
知らされました。今の世の中はきれいにされすぎて、見
えにくいことが多いです。殺される動物、動物を殺す
人、その命の上に生かされている自分。現実を見る目を
持ってほしいと伝えました。

終わったあとは、恒例のおしゃべりタイム。口々に話
す子供たち。そんなことまで知っているの？ と、また
子供たちに驚かされる時間となりました。

5   あ・うん　2017　睦月・如月

◎しんでくれた
　詩：谷川 俊太郎／絵：塚本 やすし

◎おえどのおなら
　作：おち のりこ／絵：まきの いさお

◎でるでるでるぞ ガマでるぞ
　著者：高谷 まちこ
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「
道
院
の
可
能
性
」

人
々
が
集
ま
り
、人
々
が
元
気
に
な
れ
る
場
所

本
特
集
で
は
、
金
剛
禅
の
布
教
と
人
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
、
各
地
の
道
院
で
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
の
か
。

今
回
は
秦
野
道
院（
神
奈
川
県
）と
奈
良
宝
来
道
院（
奈
良
県
）、
二
つ
の
道
院
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
取
材
を
行
い
ま
し
た
。

　

閑
静
な
住
宅
地
に
建
つ
秦は
だ

野の

道
院
は
１
９

７
１（
昭
和
46
）年
に
故
谷
村
斌た

け
し

道
院
長
に

よ
り
設
立
さ
れ
、
２
０
１
０（
平
成
22
）年
よ

り
３
代
目
と
な
る
飯
田
昌
一
道
院
長
に
引
き

継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

修
練
日
は
週
３
回
で
、
う
ち
土
曜
日
は
、

午
前
と
午
後
２
回
修
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

修
練
で
は
開
始
前
か
ら
少
年
拳
士
が
集
ま
り

始
め
、
飯
田
道
院
長
の
補
助
で
、
飛と

び

足そ
く

刀と
う

蹴げ
り

、
ハ
ン
ド
ス
プ
リ
ン
グ
、
大
車
輪
を
行

い
、
楽
し
く
遊
ぶ
よ
う
に
体
を
動
か
し
て
い

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
少
年
部
の
修
練
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
が
、
鎮
魂
行
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ

プ
、
基
本
を
リ
ー
ド
す
る
の
は
少
年
拳
士

た
ち
で
す
。「
道
院
は
人
を
つ
く
る
場
所
。

リ
ー
ダ
ー
育
成
は
当
た
り
前
。
だ
か
ら
、
た

と
え
少
年
拳
士
で
あ
っ
て
も
、
人
前
に
立
て

る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」と
話
す
飯

田
道
院
長
。

　

し
か
し
、
少
年
拳
士
が
前
に
立
つ
こ
と
が

最
初
か
ら
う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
飯
田
道
院
長
が
交
代
し
た
当

初
は
、
子
供
た
ち
に
主
座
を
行
わ
せ
て
も
、

押
し
つ
け
合
っ
て
し
ま
い
、
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
根
気
よ
く
続

け
て
い
く
う
ち
に
、
自
ら
や
り
た
い
と
手
を

挙
げ
る
子
供
た
ち
が
増
え
て
い
き
、
今
で
は

当
た
り
前
の
よ
う
に
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。「
い
つ
か
は
自
分
も
あ
ん
な
ふ
う
に
前

に
立
つ
。
そ
う
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
る
子

は
、
黄
色
帯
で
も
立
派
に
主
座
を
務
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
」

　

こ
の
よ
う
に
拳
士
た
ち
の
主
体
性
が
育
ま

れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
、「
見
学
に
行
っ
た

と
き
、
う
ち
の
子
が
な
じ
め
る
か
不
安
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
す
ぐ
に
少
年
拳
士
た
ち

が
輪
の
中
に
入
れ
て
遊
ん
で
く
れ
、
早
く
溶

け
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」と
喜
ば
れ
る

保
護
者
も
お
り
ま
し
た
。

　

保
護
者
と
い
え
ば
、
最
近
は〝
マ
マ
友
〟

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
影
響
が
す
ご
い
と
取
り
沙

汰
さ
れ
て
い
ま
す
。
秦
野
道
院
も
そ
れ
は
例

外
で
は
な
く
、
拳
士
た
ち
の
入
門
時
期
は
ま

ち
ま
ち
で
す
が
、
あ
と
で
聞
く
と
、
保
護
者

同
士
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
珍
し
く
な
い
そ
う
で
す
。
そ
の
よ
う

な
背
景
も
あ
り
、
秦
野
道
院
で
は
広
報
ツ
ー

ル
と
し
て
も
連
絡
ツ
ー
ル
と
し
て
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
多
く
活
用
し
て
い
ま
す
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
な
ど
を
活
用
す
れ
ば
閲
覧
状
況
を
知
る

こ
と
も
で
き
、
ニ
ー
ズ
の
分
析
に
も
な
る
そ

う
で
す
。
ま
た
、
メ
ー
ル
連
絡
は
修
練
日
の

定
時
送
信
機
能
や
行
事
参
加
で
ア
ン
ケ
ー

ト
機
能
の
あ
る
有
料
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
す
る

な
ど
、
修
練
以
外
の
と
き
に
も
道
院
長
と
拳

士
、
保
護
者
が
つ
な
が
る
工
夫
が
な
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

少
年
拳
士
の
主
座

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用

秦
野
道
院（
神
奈
川
県
）

一般は補佐に

担当／冨田雅志

特集③
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奈
良
県
北
部
に
位
置
す
る
奈
良
宝ほ
う

来ら
い

道
院

は
、
奈
良
中
央
道
院
出
身
の
東
浦
寿
成
道
院

長
が
２
０
１
５（
平
成
27
）年
に
設
立
し
た
道

院
で
す
。

　

東
浦
道
院
長
は
父
勝
廣
さ
ん
と
一
緒
に
入

門
し
、
小
学
生
の
と
き
か
ら
少
林
寺
拳
法
に

慣
れ
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
親
子
で

念
願
で
あ
っ
た
専
有
道
場
を
建
て
、
道
院
を

開
設
し
ま
し
た
。

　

専
有
道
場
の
開
設
に
あ
た
っ
て
は
た
く
さ

ん
の
法
縁
有
志
の
助
言
や
協
力
が
あ
り
、
開

設
式
に
は
大
勢
の
人
が
こ
の
地
に
集
ま
っ
た

そ
う
で
す
。

　

東
浦
道
院
長
の
人
生
は
常
に
少
林
寺
拳
法

と
と
も
に
あ
り
ま
し
た
が
、
開
設
し
た
場
所

で
は「
少
林
寺
拳
法
」の
知
名
度
が
な
い
こ
と

に
驚
い
た
そ
う
で
す
。「
武
道
の
一
つ
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
見
学

に
来
た
大
半
の
人
が
、
少
林
寺
拳
法
と
い
う

単
語
そ
の
も
の
が
何
を
表
し
て
い
る
か
分
か

ら
な
か
っ
た
ん
で
す
」

　

東
浦
道
院
長
の
奥
様
、
留
美
夫
人
の
マ
マ

友
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
未
就
学
児
で
あ

る
娘
の
ひ
な
た
さ
ん
と
同
年
代
の
子
供
が
た

く
さ
ん
集
ま
り
、
小
学
校
低
学
年
が
中
心
で

は
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
小
学
生
が
16
人
、

一
般
も
含
め
る
と
25
人
の
拳
士
が
在
籍
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
ひ
な
た
さ
ん
も
自
然
と
拳

士
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
父
・
勝
廣
さ
ん
、

　

少
年
拳
士
が
主
座
を
行
う
間
は
、
大
人
の

拳
士
は
サ
ポ
ー
ト
役
に
徹
し
、
ミ
ッ
ト
を
構

え
た
り
、
補
助
を
し
た
り
と
一
緒
に
修
練
の

輪
に
入
り
ま
す
。

　

特
に
印
象
的
な
の
は
、
子
供
た
ち
の
動
き

を
止
め
さ
せ
た
り
、
修
練
の
流
れ
を
途
切
れ

さ
せ
た
り
し
な
い
よ
う
、「
い
い
よ
」「
も
う

少
し
」「
惜
し
い
」な
ど
の
声
が
け
が
主
体
で
、

否
定
的
な
声
が
け
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
す
。
常
に
大
人
た
ち
が
見
守
っ
て
い
て
く

れ
る
か
ら
、
安
心
し
て
生
き
生
き
と
修
練
に

取
り
組
め
る
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
後
半
の
修
練
は
、
大
人
の
拳
士
が

資
格
ご
と
に
つ
い
て
指
導
を
行
い
ま
す
。
さ

ら
に
修
練
終
了
後
、
茶
帯
以
上
の
拳
士
は
30

分
の
追
加
修
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
少
年
拳
士
に
任
せ
き
り
に
な
ら

ず
、
茶
帯
以
上
の
拳
士
は
集
中
し
て
修
練
に

取
り
組
み
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
つ
な
が
る
自

覚
が
生
ま
れ
る
仕
組
み
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　

一
般
の
修
練
時
間
は
少
年
部
の
追
加
修
練

が
終
わ
っ
て
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
少
年
部

東
浦
道
院
長
、
娘
ひ
な
た
さ
ん
と
親
子
３
代

が
現
役
の
拳
士
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

少
年
拳
士
の
保
護
者
た
ち
が
道
院
長
夫
人

の
マ
マ
友
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
修
練
や
運

営
に
つ
い
て
も
率
直
な
意
見
を
聞
く
こ
と
が

で
き
、
ま
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
に
よ
り
保
護
者

同
士
の
結
び
付
き
が
強
い
の
も
奈
良
宝
来
道

院
の
特
徴
で
す
。

　

ま
た
、
夫
人
が
道
院
長
の
よ
き
サ
ポ
ー
ト

役
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
道
場
の
本
棚
に

置
か
れ
た
数
冊
の
ア
ル
バ
ム
か
ら
も
分
か
り

ま
す
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
道
院
で
行
わ
れ
た

儀
式
や
行
事
で
撮
影
し
た
写
真
に
、
そ
の
と

き
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る
よ
う
に
、
コ
メ
ン
ト

を
付
け
て
丁
寧
に
整
理
し
、
装
丁
し
た
も
の

で
す
。「
今
や
写
真
は
撮
っ
た
ら
デ
ー
タ
と

し
て
残
り
ま
す
が
、
デ
ー
タ
で
保
存
し
た
あ

道
院
を〝
ま
ほ
ろ
ば
〟に

新
し
い
地
で
の
道
院
開
設

道
院
の
思
い
出

奈
良
宝
来
道
院（
奈
良
県
）

の
み
参
加
す
る
拳
士
も
い
る
ぐ
ら
い
、
少
年

部
の
指
導
に
協
力
的
で
し
た
。
飯
田
道
院
長

が
や
む
を
え
ず
仕
事
で
道
院
に
行
け
な
い
と

き
に
は
、
大
人
の
拳
士
が
自
主
的
に
声
を
か

け
合
っ
て
、
時
間
の
や
り
く
り
を
し
て
駆
け

つ
け
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。

　
「
こ
の
辺
り
は
古
墳
が
い
く
つ
も
見
つ

か
っ
て
い
る
よ
う
に
、
秦
野
は
大
昔
か
ら
栄

え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
秦
野
道
院

を
、
人
々
が
集
ま
る
理
想
の
場
所『
ま＊

ほ
ろ

ば
』に
し
た
い
」と
飯
田
道
院
長
が
夢
を
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。

飯田道院長の法話

グループごとに分かれての修練

＊まほろば＝古い言葉で、住みやすい場所、すばらしい場所の意。
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と
は
な
か
な
か
見
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
ア
ル
バ
ム
に
な
る

と
、
飲
食
を
伴
う
集
ま
り
の
折
に
、
皆
で
見

る
こ
と
が
で
き
、
会
話
も
弾
み
、
大
変
盛
り

上
が
り
ま
す
」と
東
浦
道
院
長
。

　

さ
ら
に
は
、
道
場
の
壁
面
に
も
行
事
の
写

真
が
た
く
さ
ん
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
設
立
し

て
丸
２
年
の
道
院
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
思

い
出
と
歴
史
が
刻
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。

　

修
練
に
お
い
て
は
、
東
浦
道
院
長
の
父
勝

廣
さ
ん
を
含
め
、
少
年
部
の
修
練
か
ら
参
加

し
て
く
れ
る
大
人
の
拳
士
も
い
ま
す
。
時
に

は
鬼
ご
っ
こ
で
保
護
者
の
方
が
一
緒
に
参
加

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

一
環
と
し
て
リ
レ
ー
を
行
う
と
き
に
は
、
大

人
の
拳
士
が
手
を
叩た
た

い
て
場
を
盛
り
上
げ
、

休
憩
時
間
中
も
大
人
の
拳
士
が
一
緒
に
遊
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
、
道
場
の
中
が
元
気
で
溢あ
ふ

れ

て
い
ま
し
た
。

　

達だ
る
ま
さ
い

磨
祭
の
と
き
に
は
、
小
教
区
内
の
道
院

と
合
同
で
法
要
を
行
い
、
法
要
後
の
お
楽
し

み
と
し
て
、
幹
部
が
ゲ
ー
ム
大
会
を
企
画
し

て
い
ま
す
。
い
く
つ
か
あ
る
ゲ
ー
ム
の
一
つ

と
し
て
、
約
30
人
で「
だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ

ん
だ
」を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、

「
30
人
で
一
体
ど
う
や
る
ん
だ
ろ
う
、
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
、
と
内

心
と
て
も
心
配
し
ま
し
た
」と
東
浦
道
院
長
。

し
か
し
、
い
ざ
任
せ
て
み
る
と
、
当
日
は
大

盛
り
上
が
り
で
、
拳
士
た
ち
か
ら
は「
次
は
、

い
つ
や
る
の
」と
言
わ
れ
、「
こ
れ
で
、
来
年

も
達
磨
祭
に
来
て
も
ら
え
る
」と
思
っ
た
そ
う

で
す
。

　

宗
道
臣
デ
ー
で
は
、
道
院
長
が
活
動
内
容

を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
拳
士
た
ち
が
や
り

た
い
と
言
っ
た
ら
や
ろ
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。「
最
近
、
大
き
な
地

震
が
あ
っ
た
け
ど
、
ど
う
思
う
？
」と
問
い

か
け
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
さ
ま「
募
金
や
り
た

い
」と
子
供
た
ち
が
言
い
、
駅
前
で
の
街
頭

募
金
の
実
施
が
決
ま
っ
た
よ
う
で
す
。「
私

と
し
て
は
、
何
回
か
地
震
の
話
を
し
た
あ
と

で
な
い
と
意
見
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と

ま
と
め

　
今
回
、
二
つ
の
道

院
を
訪
問
し
、
そ
の

活
動
の
一
部
を
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
全
国
で
も

同
様
の
活
動
や
、
ほ

か
に
も
工
夫
を
さ
れ

て
い
る
道
院
も
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
皆

様
の
道
院
が
、
新
た

な
歴
史
を
着
実
に
刻

み
、
次
の
時
代
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 基本修練の様子

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
即
答
え
が
返
っ
て
き

て
大
変
驚
き
ま
し
た
」

　

募
金
活
動
の
当
日
は
、
ス
タ
ー
ト
か
ら
全

力
で
声
を
出
し
、
た
く
さ
ん
の
善
意
を
集
め

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。「
当
然
と
い

え
ば
当
然
で
す
が
、
知
人
か
ら『
少
林
寺
拳

法
の
道
場
ら
し
く
て
い
い
ね
』と
言
っ
て
も

ら
え
た
と
き
に
は
嬉う
れ

し
か
っ
た
で
す
ね
」

　
「
道
院
に
集
ま
る
メ
ン
バ
ー
で
社
会
に
役

立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
大
変
嬉
し
い
こ
と

で
す
。
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
少
林
寺
拳
法

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
」と
東
浦
道
院
長
は

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

二つの道院の特徴と共通点

秦野道院

①門信徒の自主性や自由な発想の尊重。
②門信徒が楽しそうで表情が生き生き。
③専有道場での主体的な行事の企画。
④幹部が少年部の時間に積極的に参加。
⑤ママ友のネットワークや、SNSの有効活用。

共
通
点

◦「少林寺拳法」の存在が認知さ
れている地域。

◦年齢層が小学生、中学生、高
校生、大人と幅広い。

◦少年拳士には人前に立てるよう
積極的に主座を行わせている。

◦特に、目線を合わせ、拳士の発言に耳を傾けるようにしている。
◦宗道臣デーは、使用済み切手など、１年通して収集できるものを活用し、参

加意識を高めている。

◦「少林寺拳法」の認知度がほとんどない地域。
◦少年拳士は低学年が中心（未就学児含む）。
◦長期的な視点で接し、問いかけ、考えさせるようにしている。
◦皆の「やりたい」という気持ちを大事にしている。

◦皆が閲覧できる行事ごとのア
ルバムを作成。

◦儀式、行事を積極的に活用し、
楽しく集まれる工夫を凝らし
ている。

奈良宝来道院
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編集後記▶︎「特集」で宗
そう

由
ゆう

貴
き

総裁が自然体のこ
とを話されています。技でも同じで、いろんな
状況に柔軟に応じられるのは、安定した中心が
あってこそ。そして肚

はら

も据わっていればこその
自然体です。道院布教でいえば、金剛禅や創
始の目的がしっかりと腑

ふ

に落ちているというこ
とでしょうか。▶︎この原稿のことを考えていた
とき、福島県沖でまた大きな地震が発生し、津
波警報が出されました。幸い大きな被害はな
かったようですが、諸行無常、いつ何があるか
分からないのは自然界も人の世界も同じこと。
人の世界はなるべく想定外がないように、あら
かじめの制度や共通の習慣で成り立ってはい
ますが、それでも「備えあれば憂いなし」、何が
あってもいいようにふだんからの備えが大切で
す。▶︎小さな想定外くらいには自然体で応じら
れるよう、日々の仕事も生活も、心の修養とと
もに想像力を巡らせておきたいものです。（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

I N F O R M A T I O N

僧階昇任者
中導師
■2016年10月1日付
北野 英雄（相模大野道院）
荒井 信章（川崎東道院）

宮本 富博（生駒北道院）
■2016年11月1日付
土屋 晴彦（埼玉蓮田道院）

准範士
■2016年9月18日付
大味 潤（東京試衛舘道院）
小瀧 森久（江東砂町道院）
野口 幸男（江東砂町道院）

大川 良生（江東砂町道院）
鈴木 大忠（浜北道院）
浅井 昌典（浜松渡瀬道院）
塚本 敏博（西陣道院）

法階昇格者

西
にし

村
むら

 萬
ま

壽
す

雄
お

　大阪住吉道院道院長、 233期生、大導師正範士八段
　　　　　　 2016年11月25日逝去、満73歳

訃報

本山帰山記念
▷三重上野道院……………………20,000円
▷三重壬生野道院…………………20,000円
▷京都衣笠道院……………………10,000円
布施
▷東京小平道院　久保田 勲……100,000円
▷大阪白鷺道院　佐々木 正………50,000円
▷阿南橘道院………………………50,000円
▷豊田末野原道院　服部 俊美……10,000円
▷川西中部道院　丸野 俊一………10,000円

▷苫小牧中央道院　住江 忠則……5,000円
▷三豊市文化財保護協会高瀬支部…5,000円
公認講習会
▷福島県教区………………………30,000円
▷栃木県教区………………………30,000円
▷埼玉県教区………………………30,000円
▷山形県教区………………………30,000円
▷山梨県教区………………………30,000円
▷福井県教区………………………30,000円
▷茨城県教区………………………30,000円

お布施

2016年10・11月度 認証
●道院長交代
杉並永福道院 分藤　秀明
石神井東道院 前田　保男

行橋中部道院 河村　勝則
米沢道院 川合　修一
大垣道院 松原　光孝

　今後、 80年、 100年と建物を維持して
いくために、このたび、錬成道場修繕工
事をはじめ大

だい

雁
がん

塔
とう

修繕工事など、大整備
事業を実施いたします。皆様の寄付金ご
協力をお願いいたします。
⑴寄付金
　一口10,000円以上（何口でも可）
⑵振込先
　①銀行振込
　◦銀行名：百十四銀行
　◦支店名：多度津支店（店番275）
　◦貯金種目：普通預金
　◦口座番号：0976596
　◦口座名義：金剛禅総本山少林寺
　　　　　　　大整備事業
　②郵便振替
　◦口座番号：01660-6-133139
　◦口座名義：金剛禅総本山少林寺
　　　　　　　大整備事業

　③他銀行から振り込む場合
　◦銀行名：ゆうちょ銀行
　◦店番：一

イチ

六
ロク

九
キュウ

店（169）
　◦貯金種目：当座
　◦口座番号：0133139
　◦口座名義：金剛禅総本山少林寺
　　　　　　　大整備事業
⑶問い合わせ
　金剛禅総本山少林寺 総務部
　☎︎0877-33-1010（内線140）
※寄付されました方には、落慶後に記念

品を進呈するとともに、銘板にご芳名、
団体名を記載させていただきます。

▶ 金剛禅総本山少林寺大整備事業への寄付金ご協力のお願い ◀︎



　腕
うで

逆
ぎゃく

捕
どり

に対して鈎
かぎ

手
て

守法で相手の攻撃を止める。その際、腕逆捕の引き込みに
体捌

さば

きを合わせ、相手の正中線上に位置すると技が掛けやすくなる。
　当

あて

身
み

から掛
かけ

手
て

を行い、右手を内に倒して相手の手首に巻きつけるがごとく我の手
首を返すと、相手の体が崩れ出す。掛手を引きつつ足を捌いて投げる。

撮影／加々見一　文／永安正樹　演武者／守者：倉本亘康 准範士六段　攻者：冨田雅志 大拳士五段

の としての少林寺拳法 龍
りゅう

華
か

拳
けん

　巻
まき

小
ご

手
て

Ryu Ka Ken, Maki Gote


