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特集
生きる力を育む道院　Part ３

「人が集う道院づくり」 



「
人
が
集
う
道
院
づ
く
り
」

担当／飯野貴嗣

生
き
る
力
を
育
む
道
院　

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
３

特集
札
幌
市
の
北
に
位
置
す
る
人
口
５
万
８
０
０
０
人
の
都
市
、
石
狩
市
。
こ
の
石
狩
市
で
地
域
に
根
ざ
し
た
金
剛
禅
運
動
を
展
開
す
る
の
が
石い
し

狩か
り

緑り
ょ
く

苑え
ん

道
院
・
伊い

藤と
う

譲じ
ょ
う

一い
ち

道
院
長（
59
）で
あ
る
。
２
０
０
３
年
10
月
に
設
立
し
た
当
初
は
家
族
を
含
む
６
人
だ
っ
た
が
、
今
で
は
緑
苑
台
エ
リ
ア
に
お
け
る「
人
間
教
育
の
拠
点
」と
し
て
、
80
人
の

拳
士
た
ち
が
在
籍
す
る
道
院
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
そ
の
元
気
の
秘ひ

訣け
つ

を
求
め
、
伊
藤
道
院
長
に
話
を
伺
っ
た
。

―
―
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

伊
藤
道
院
長（
以
下
、
伊
藤
）　

こ
ち
ら
こ

そ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

―
―
広
い
道
場
で
す
ね
。

伊
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
初
め

は
40
畳
の
道
場
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
が
、

拳
士
数
が
徐
々
に
増
え
て
場
所
が
狭
く

な
っ
た
の
で
、
２
０
０
８
年
11
月
に
隣
に

も
う
一
つ
、
50
畳
の
道
場
を
建
て
た
ん
で

す
。
今
の
人
数
で
、
何
と
か
収
ま
っ
て
い

ま
す
。

―
―
そ
れ
は
す
ご
い
で
す
。
道
院
長
室
に

伊藤譲一道院長

も
祭
壇
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

伊
藤　

え
え
。
以
前
は
、
開
始
に
遅
れ
て

来
る
拳
士
が
鎮
魂
行
を
や
ら
な
い
ま
ま
、

修
練
に
参
加
し
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
、

こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
て
。

そ
れ
で
、
道
院
長
室
に
も
う
一
つ
祭
壇
を

作
っ
て
、
そ
こ
で
落
ち
着
い
て
鎮
魂
行
を

行
え
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。

―
―
達
磨
大
師
に
向
き
合
っ
て
鎮
魂
行
を

行
う
。
す
ば
ら
し
い
環
境
で
す
。

伊
藤　

実
は
こ
れ
、
私
の
考
案
で
は
な
い

ん
で
す
。
大
阪
平
野
道
院
の
川か

わ

添ぞ
え

浩こ
う

史じ

道

院
長
の
や
り
方
を
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
見

て
、「
先
生
、
真ま

似ね

し
て
い
い
？
」っ
て
聞

い
て
、
頂
い
た
も
の
な
ん
で
す（
笑
）。

―
―
え
、
そ
う
な
ん
で
す
か
？　

フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
そ
ん
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
ん
で

す
ね
。

伊
藤　

本
山
に
近
い
先
生
方
は
、
本
山
の

や
り
方
を
吸
収
し
や
す
い
の
で
し
ょ
う
け

ど
、
私
み
た
い
に
北
海
道
に
い
る
人
間
は
、

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
道
院
長
同
士

の
つ
な
が
り
で
、
い
い
情
報
を
交
換
し
合

い
、
い
い
な
と
思
っ
た
や
り
方
を
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
。

遅
れ
て
来
て
も

鎮
魂
行
が
で
き
る
よ
う
に

ち
ゃ
ん
と
し
た
基
盤
を
持
ち
た
い

―
―
伊
藤
道
院
長
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
道
院
長
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か
？

伊
藤　

私
が
少
林
寺
拳
法
に
初
め
て
出

合
っ
た
の
は
、
東
海
大
学
の
学
生
の
と
き

で
し
た
。
で
す
が
、
父
が
入
院
し
て
大
学

を
続
け
ら
れ
な
く
な
り
、
退
学
。
そ
の
後

は
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
専
門
学
校
に

通
い
、
卒
業
後
は
札
幌
市
に
奉
職
。
も
う

少
林
寺
拳
法
を
再
開
す
る
こ
と
は
な
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
札
幌
市
役
所
支

部（
現
在
廃
止
）の
守も

り

屋や

守も
り

人ひ
と

支
部
長
と
の

ご
縁
を
頂
き
、「
一
か
ら
出
直
し
な
さ
い
」

と
。
そ
こ
か
ら
で
す
ね
、
本
格
的
に
少
林

寺
拳
法
を
学
び
始
め
た
の
は
。
ま
た
、
武

専
に
も
入
り
、
や
が
て「
少
林
寺
拳
法
の
教

え
は
地
域
で
実
践
し
て
こ
そ
本
物
だ
」と
思

う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
体
育
館
な
ど
の
公
共
施
設
で
は

な
く
、
ち
ゃ
ん
と
地
域
の
生
活
者
と
な
っ

て
活
動
の
基
盤
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
と
。

そ
し
て
、
地
域
に
根
づ
く
た
め
に
は
、
自

分
に
何
か
問
題
が
あ
っ
て
も
だ
め
で
す
し
、

拳
士
に
何
か
あ
っ
て
も
だ
め
、
地
元
か
ら

の
評
判
が
悪
く
な
っ
て
も
だ
め
。
こ
れ
は
、

公
共
施
設
で
は
な
い
、
地
域
生
活
者
な
ら

で
は
の
認
識
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

―
―
そ
こ
に
腰
を
据
え
る
わ
け
で
す
か
ら

ね
。

伊
藤　

え
え
。
そ
ん
な
折
、
北
海
道
武
専

で
石
狩
花
川
道
院
の
鈴す

ず

木き

邦く
に

彦ひ
こ

道
院
長（
故

人
）に
お
会
い
し
た
ん
で
す
。
鈴
木
道
院
長

は
当
時
１
７
０
人
く
ら
い
の
拳
士
を
指
導
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ま
ず
は

「
動
け
る
身
体
づ
く
り
」を

し
て
い
た
の
で
す
が
、
専
有
道
場
を
建
て

ら
れ
、
も
の
す
ご
く
し
っ
か
り
と
し
た
ご

指
導
を
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、

私
も
い
つ
で
も
道
院
を
出
せ
る
よ
う
自
宅

の
１
階
に
道
場
部
分
を
作
っ
て
引
っ
越
し

し
て
、
半
ば
強
引
に「
町
道
院
を
開
き
た
い

の
で
勉
強
さ
せ
て
く
だ
さ
い
！
」と
、
石
狩

花
川
道
院
に
転
籍
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
で
も
、
居
心
地
が
よ
く
て
、
つ
い
に

鈴
木
道
院
長
か
ら
、「
君
は
道
院
を
出
す
ん

じ
ゃ
な
か
っ
た
の
か
ね
」と
…
…
。

―
―
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。

伊
藤　

は
い
。
た
だ
、「
厳
し
い
こ
と
を
言

う
よ
う
だ
け
れ
ど
、
う
ち
か
ら
は
拳
士
は

や
れ
な
い
よ
。
自
分
の
力
で
道
院
を
育
て

て
み
な
さ
い
」と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う

し
て
、
石
狩
緑
苑
道
院
は
、
私
、
妻
、
長

男
、
次
男
を
含
め
た
6
人
で
ス
タ
ー
ト
し

た
ん
で
す
。

―
―
え
？　

奥
さ
ま
も
拳
士
な
の
で
す

か
？

伊
藤　

そ
う
な
ん
で
す
。
実
は
鈴
木
道
院

長
の
奥
さ
ま

も
拳
士
だ
っ

た
ん
で
す
が
、

道
院
長
夫
人

が
私
の
妻（
明

子
夫
人
）に
こ

う
言
っ
た
ん

で
す
。「
拳
士

じ
ゃ
な
か
っ

た
ら
保
護
者
か
ら
は〝
道
院
長
の
奥
さ
ん
〟

と
し
か
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
あ
な
た
も

少
林
寺
拳
法
を
始
め
な
さ
い
」と
。
妻
も

「
エ
ッ
」っ
て
戸
惑
っ
た
よ
う
で
す
が
、
と

う
と
う
入
門
す
る
こ
と
に
。
今
で
は〝
影
の

道
院
長
〟と
し
て
、
私
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く

れ
て
い
ま
す（
笑
）。
妻
も
献
身
的
に
拳
士

の
指
導
に
当
た
っ
て
く
れ
る
の
で
、
保
護

者
か
ら
は
高
い
信
頼
を
頂
い
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

―
―
背
中
を
押
す
ひ
と
言
っ
て
あ
る
の
で

す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
と
の
展

開
が
変
わ
る
ん
で
す
か
ら
、
す
ご
い
こ
と

で
す
ね
。

伊
藤　

こ
こ
緑
苑
台
に
あ
る
小
学
校
か
ら

は
、
と
て
も
多
く
の
児
童
さ
ん
が
道
院
に

通
っ
て
き
て
く
れ
る
ん
で
す
。
他
の
競
技

ス
ポ
ー
ツ
で
は
練
習
に
つ
い
て
い
け
な
い

か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
少
林
寺
拳
法
に

や
っ
て
く
る
子
も
い
ま
す
。
そ
の
子
に

と
っ
て
は
少
林
寺
拳
法
が
一
つ
の
望
み
な

の
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
子

ほ
ど
絶
対
に
や
め
さ
せ
て
は
い
け
な
い
、

と
思
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

―
―
何
か
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
お
願
い
し
ま
す
。

伊
藤　

副
道
院
長
が
鍼
灸
整
骨
院
を
し
て

お
り
、
大
人
も
含
め
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

専
門
家
な
の
で
、
身か

ら
だ体
づ
く
り
の
指
導
を

任
せ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
技
よ
り
も
動
け

る
身
体
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
重
点
を

お
い
て
い
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
厳
し

く
ハ
ー
ド
な
体
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ん
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
楽
し
く
、
で
す
。
競

技
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
ろ
う
と
、「
行
」で
あ
ろ

う
と
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
に
は
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
科
学
的
な
運
動
理

論
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
ゲ
ー
ム
感
覚
で

楽
し
め
る
メ
ニ
ュ
ー
を
豊
富
に
行
う
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

―
―
子
ど
も
の
場
合
は
、
脳
と
運
動
神
経
と

手
足
と
の
連
動
や
バ
ラ
ン
ス
、
反
応
や
リ
ズ

ム
と
い
っ
た
機
能
が
発
達
途
上
に
あ
り
ま
す

ね
。
実
際
に
修
練
の
様
子
を
見
学
し
ま
し
た

が
、
皆
さ
ん
、
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
か
ら

笑
顔
が
こ
ぼ
れ
て
い
ま
し
た
。

伊
藤　
「
動
け
る
身
体
づ
く
り
」に
よ
っ
て

身
体
が
つ
く
ら
れ
て
い
け
ば
、
専
門
的
な

動
き（
拳
技
）は
ち
ゃ
ん
と
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
す
。
逆
に
、
拳
技
を
優
先
し

て
身
体
づ
く
り
を
疎お

ろ
そ

か
に
し
た
ら
、
下
地

が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
結
局
上
達
も
遅

い
ん
で
す
。

―
―
石
狩
緑
苑
の
拳
士
は
、
大
会
で
も
よ

く
入
賞
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
動
け
る
身
体

づ
く
り
」と
い
う
下
地
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

な
の
で
す
ね
。

伊
藤　

決
し
て
大
会
重
視
な
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
修
練
の
成
果
を
図
る
も
の
と
し

て
大
会
を
活
用
し
、
一
所
懸
命
取
り
組
ん

だ
拳
士
は
、
結
果
と
し
て
優
秀
な
成
績
を

収
め
た
り
し
ま
す
。
で
も
、
大
切
な
こ
と

は
、
道
院
で
の
日
々
の
修
練
で
す
。
ま
ず

道
院
で
行
う
の
は
、
心
の
教
育
と
、
一
生

使
う
身
体
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―「
心
と
身
体
の
下
地
づ
く
り
」で
す
ね
。

と
に
か
く
皆
さ
ん
礼
儀
正
し
い
。
あ
い
さ

つ
、
返
事
、
合
掌
礼
、
人
の
話
を
聞
く
態

度
、
修
練
に
臨
む
姿
勢
…
…
、
見
て
い
て

す
ご
く
気
持
ち
が
い
い
で
す
。

地
域
に
根
ざ
し
た
人
間
教
育
を

伊
藤　
よ
く
、「
地
域
に
根
ざ
す
っ
て
何
？
」っ

て
考
え
る
ん
で
す
。
当
然
、
価
値
あ
る
も

の
を
道
院
で
や
ら
な
い
と
根
ざ
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
私
の
道
院
の
界か

い

隈わ
い

は
、
比

較
的
若
い
お
父
さ
ん
が
多
く
、
ま
た
お
母

さ
ん
も
パ
ー
ト
に
行
っ
て
い
る
ご
家
庭
が

多
い
ん
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
あ
い
さ
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つ
を
す
る
」「
感
謝
す
る
」「
頑
張
る
」「
仲
間

と
協
力
す
る
」と
い
っ
た
、
人
間
と
し
て
身

に
つ
け
て
お
く
べ
き
基
礎
的
な
素
養
が
、

家
庭
の
中
だ
け
で
は
十
分
に
な
さ
れ
に
く

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う

い
う
の
が
、
こ
こ（
道
院
）に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
。
親
御
さ
ん
た

ち
が
求
め
て
い
る
こ
と
に
応
え
て
い
く
こ

と
が
、
地
域
に
根
ざ
す
活
動
な
の
だ
と
思

う
ん
で
す
ね
。

―
―「
親
業
の
支
援
」で
す
ね
。

伊
藤　

家
庭
環
境
・
家
庭
で
の
教
育
が
、

人
格
形
成
・
人
間
教
育
の
根
本
で
す
が
、

夫
婦
共
働
き
で
あ
っ
た
り
、
核
家
族
の
家

庭
で
は
な
か
な
か
難
し
い
の
が
実
情
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
が
集
う
こ
の
よ

う
な
道
院
で
、
人
間
と
し
て
の
基
礎
的
な

素
養
を
身
に
つ
け
、
実
社
会
へ
送
り
出
し

て
い
く
こ
と
が
、「
地
域
に
根
ざ
す
道
院
」

の
第
一
義
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
6
人
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
少
林
寺

拳
法
を
通
じ
た
人
間
教
育
に
よ
っ
て
地
域

か
ら
の
信
頼
を
得
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
口

コ
ミ
と
な
っ
て
、
人
が
人
を
呼
び
、
現
在

こ
れ
だ
け
多
く
の
拳
士
が
集
う
よ
う
に

な
っ
た
。
秘
訣
と
い
う
か
、
王
道
で
す
ね
。

ち
な
み
に
、
拳
士
の
保
護
者
さ
ん
と
は
、

何
か
交
流
す
る
機
会
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

伊
藤　

う
ち
の
道
院
で
は
、
大
小
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
を
よ
く
や
り
ま
す
。
宗
道
臣

デ
ー
活
動
を
終
え
た
あ
と
は
、
必
ず「
阿あ

羅ら

漢は
ん

会え

」を
催
し
ま
す
。
食
事
を
作
っ
て
く
れ

た
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
、
子
ど
も
た
ち

は
感
謝
の
合
掌
礼
を
す
る
。
み
ん
な
、
礼

儀
正
し
い
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
見

て
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
は
感
動
さ
れ

る
ん
で
す
。

―
―
感
謝
の
気
持
ち
を
礼
に
表
す
っ
て
、

大
切
な
こ
と
で
す
よ
ね
。

伊
藤　

え
え
。
ほ
か
に
も
、
時
々
親
子
練

習
日
を
設
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
天
地

拳
を
教
え
る
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
一

所
懸
命
教
え
る
。
親
御
さ
ん
は
手
足
を
ギ

ク
シ
ャ
ク
さ
せ
な
が
ら
も
、「
う
ち
の
子
は

こ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん

だ
」と
思
っ
て
、
一
所
懸
命
覚
え
よ
う
と
す

る
。
最
後
に
相
対
で
発
表
す
る
。
そ
の
あ

と
全
員
で「
飯
器
、
汁
器
は
手
に
持
っ
て

…
…
」の
食
事
の
作
法
を
唱
和
し
て
軽
食
を

と
っ
た
り
し
ま
す
。

―
―
道
院
が「
大
き
な
家
族
」に
な
っ
て
い

ま
す
ね
。

伊
藤　

そ
う
で
す
ね
。
あ
と
、
10
月
７
日

に
は
地
域
開
放
の「
達
磨
祭
」を
開
催
す
る

予
定
で
す
。
地
域
の
人
に
、
少
し
で
も
少

林
寺
拳
法
の
よ
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
行
事
を
通
じ
て
、
私
た
ち
が
大
切
に

し
て
い
る「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
」を
感

じ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
願
っ
て
企
画

し
て
い
ま
す
。

―
―
い
い
で
す
ね
。
ぜ
ひ
成
功
で
き
ま
す

よ
う
に
！（
編
集
部
注
：
取
材
後
、
達
磨
祭

は
、
成
功
裏
に
終
了
し
た
よ
う
で
す
）

伊
藤　

私
が
こ
の
よ
う
な
性
格
な
の
は
、

き
っ
と
亡
く
な
っ
た
父
親
譲
り
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
父
は
生
前
、
町
内
会
の
役
員

を
や
っ
て
い
て
、
人
の
世
話
を
す
る
の
が

好
き
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
何
を
や
る
に
し

て
も
自
他
共
楽
の
精
神
で
。

　

人
は
と
も
す
る
と
自
他
共
楽
よ
り
も
、

損
か
得
か
の
ほ
う
に
判
断
基
準
を
持
っ
て

し
ま
う
も
の
で
す
。
道
院
で
の
日
々
の
修

練
や
行
事
を
通
じ
て
、
人
の
喜
び
を
自
分

の
喜
び
に
で
き
る
価
値
観
、
自
他
共
楽
の

精
神
を
持
っ
た
人
間
を
育
て
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

―
―
伊
藤
道
院
長
ご
自
身
が
、
人
づ
く
り

の
道
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
す
ね
。
そ
れ

が
道
院
長
の
醍だ

い

醐ご

味み

な
ん
で
す
ね
。
本
日

は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

  今 回 読 ん だ 絵 本
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  今 回 読 ん だ 絵 本

自
分
の
信
念
と
秤
を
持
つ

交
互
に
技
を
掛
け
合
い
な
が
ら
共
に
上
達
を

図
る
と
い
う「
組
手
主
体
」の
修
行
の
あ
り
方

は
、
教
育
の
理
想
の
姿
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
を

理
解
で
き
な
い
、
理
解
し
た
く
な
い
人
が
、
や

は
り
出
て
き
て
い
ま
す
。

進
歩
す
る
喜
び
を
、
共
に
心
か
ら
う
れ
し
い

と
思
え
る
、
間
違
い
を
共
に
正
せ
る
関
係
の
大

切
さ
、
す
ば
ら
し
さ
を
、
今
一
度
捉
え
直
し
て

み
て
ほ
し
い
。

自
分
だ
け
が
一
流
に
な
り
、
自
分
だ
け
が
強

く
、
自
分
だ
け
が
勝
ち
た
い
、
そ
う
し
た
人
間

を
よ
し
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
や
武
道
の
世
界
で
は

得
ら
れ
な
い
大
事
な
も
の
が
少
林
寺
に
は
あ
る

こ
と
を
、
も
う
一
度
思
い
起
こ
し
て
み
る
べ
き

だ
。
そ
し
て
、
き
ょ
う
私
が
挙
げ
た
内
容
か
ら

ち
ょ
っ
と
で
も
外
れ
て
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
、

大
い
に
自
己
反
省
す
べ
き
で
す
。

あ
る
い
は
、「
先
生
、
あ
な
た
に
は
こ
う
い

う
悪
い
癖
が
あ
る
。
こ
う
直
し
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
」と
い
っ
た
具
合
に
、
仲
間
同
士
、
注
意
し

合
っ
た
ら
い
い
。
そ
れ
で
む
く
れ
た
り
、
ふ
く

れ
た
り
し
た
ら
、「
お
か
し
い
ぞ
」と
言
っ
て
、

み
ん
な
で
直
さ
せ
ろ
。

「
俺
が
ご
ね
た
ら
皆
が
言
う
こ
と
聞
く
」な
ん

て
思
っ
て
る
よ
う
な
の
は
、
早
急
に
反
省
さ
せ

な
さ
い
。

で
、
是
は
是
、
非
は
非
で
あ
る
け
れ
ど
、
自

分
の
秤は
か
り

で
判
断
し
、
き
っ
ち
り
言
い
切
る
に

は
、
か
な
り
の
勇
気
も
勉
強
も
必
要
で
す
。

「
い
か
ん
」こ
と
は「
い
か
ん
」と
、
ど
こ
に
対

し
て
も
、
誰
の
前
で
も
言
え
る
生
き
方
を
し
続

け
る
に
は
、
今
も
言
っ
た
と
お
り
、
み
ず
か
ら

の
秤
が
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

コ
ロ
コ
ロ
ひ
っ
く
り
返
ら
ず
、
ヨ
ロ
ヨ
ロ
せ

ず
、
自
分
の
信
念
と
秤
を
持
っ
て
後
輩
を
指
導
し

て
い
け
る
よ
う
、
釈し
ゃ

迦か

に
説
法
な
ん
て
思
わ
ず

に
、
も
う
一
度
わ
れ
わ
れ
の
原
点
に
立
ち
戻
り
、

新
た
な
姿
勢
で
ス
タ
ー
ト
し
て
も
ら
い
た
い
。

開祖語録
ダイジェスト

　1979年２月
　本部役員講習会

読み聞かせのコツは楽しむこと

東京西品川道院
磯
いそ

野
の

慈
いつ

武
む

絵本の読み聞かせと金剛禅の修行に何の関連性がある
のか、初めは正直よく分かりませんでした。ただ、道院
長の海沼先生が絵本を開くと、子どもたちがとても楽し
そうに聴き入り、先生もまたそれ以上に楽しそうにして
いる姿がとても印象的で、つい「私にもやらせてくださ
い！」と（笑）。ところが、実際にやってみると思ったより
難しく、たくさんの子どもたちの前で緊張して声は上ず
り、絵本を持つ手にも力が入ってしまいます。そこでふ
と気づいたのは、先生のように「楽しむこと」です。失敗

してもいいから思いっ切り楽しむ……。すると、自然と
リラックスして声にも伸びが出てきました。楽しむこと
で相手の様子を見る余裕が生まれたからか、気づくと、
目の前には子どもたちのたくさんの笑顔も見えました。
楽しむことで自然体となり、自分本来の力が発揮できる。
これは、拳技のみならず日常生活にも生かせることです。

これからも、修行の一環として絵本の読み聞かせを楽
しんでいきます。

※この開祖語録中の「少林寺」
は、金剛禅総本山少林寺
または少林寺拳法を意味
しています。

◎おおきな木
作・挿絵：シェル・シルヴァスタイン
訳：村上春樹
出版社：あすなろ書房
幼い男の子が成長し、老人になるま
で、温かく見守り続ける 1 本の木。木
は自分のすべてを彼に与えてしまいます。それでも木は幸せ
でした。無償の愛が心にしみる村上春樹訳の世界的名作絵本。
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法を問い　
学を修める

愛
と
慈
悲

vol.59
文／飯塚久雄

『
愛
す
る
も
の
か
ら
憂
い
が
生
じ
、
愛
す
る
も
の
か
ら

恐
れ
が
生
じ
る
。
愛
す
る
も
の
を
離
れ
た
な
ら
ば
、
憂

い
は
存
在
し
な
い
。
ど
う
し
て
恐
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う

か
』（「
真
理
の
こ
と
ば
」〈
ダ
ン
マ
パ
ダ
〉第
十
六
章　

愛

す
る
も
の
2
1
2
）

仏
教
で
は「
愛
は
渇
愛
で
あ
り
、
渇
愛
と
は
の
ど
が
か

わ
い
て
水
を
求
め
る
よ
う
に
、
激
し
く
執
着
す
る
こ
と
」

と
捉
え
、
欲
望
の
一
種
で
あ
り
、
煩
悩
と
し
て
捉
え
て

い
る
た
め
に
渇
愛
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
。

た
し
か
に
愛
の
典
型
的
な
も
の
は
一
般
的
に
は
男
女

の
愛
情
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
し
愛
は
そ
の
ま
ま
慈
悲
で
は
な
い
。
愛
に

は
自
分
だ
け
の
も
の
に
し
た
い
と
い
う
独
占
欲
や
支
配

欲
に
結
び
つ
き
や
す
い
側
面
が
あ
る
。

愛
は
常
に
憎
し
み
に
転
じ
る
可
能
性
を
も
つ
。
し
か

し
慈
悲
は
愛
憎
を
超
え
た
絶
対
の
愛
で
あ
る
。
人
を
憎

む
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

『
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
ま
ず
人
間
が
利
己
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
現
実
の
認
識
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

或
る
と
き
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
は
、
マ
ツ
リ
カ
ー
妃
と

と
も
に
宮
殿
の
上
に
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
の
対

話
の
中
で「
マ
ツ
リ
カ
ー
よ
。
お
前
に
と
っ
て
自
分
よ
り

も
も
っ
と
愛
し
い
も
の
が
何
か
あ
る
か
ね
」。
王
は
或

る
答
え
を
予
期
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
甘
い
答
え
を
。

と
こ
ろ
が
妃
は
は
ぐ
ら
か
し
て
し
ま
っ
た
。「
大
王
さ
ま

よ
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
自
分
よ
り
も
も
っ
と
愛
し
い

も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」。
最
愛
の
人
々
の
間
で
さ
え

も
こ
う
な
の
で
あ
る
。

妃
は
さ
ら
に
反
問
し
た
。「
大
王
さ
ま
よ
。
あ
な
た
に

と
っ
て
も
自
分
よ
り
も
っ
と
愛
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
か
」

「
マ
ツ
リ
カ
ー
よ
。
わ
た
し
に
と
っ
て
も
、
自
分
よ
り

も
も
っ
と
愛
し
い
も
の
は
何
も
無
い
」

王
は
お
そ
ら
く
興
ざ
め
て
が
っ
か
り
し
た
で
あ
ろ
う
。

彼
ひ
と
り
宮
殿
か
ら
下
り
て
、
釈
尊
の
と
こ
ろ
へ
お
も

む
い
て
こ
の
次
第
を
告
げ
た
。
そ
の
と
き
釈
尊
は
こ
の

こ
と
を
知
っ
て
次
の
詩
句
を
唱
え
た
と
い
う
。

「
思
い
に
よ
っ
て
い
か
な
る
方
向
に
お
も
む
い
て
も
、

自
分
よ
り
さ
ら
に
愛
し
い
も
の
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
よ
う
に
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
自
分
が
と
て
も

愛
し
い
。
そ
れ
故
に
自
己
を
愛
す
る
人
は
他
人
を
傷
つ

け
る
こ
と
な
か
れ
」と
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
』（「
原
始
仏

教　

そ
の
思
想
と
生
活
」中
村
元
著
）

慈
悲
と
は「
い
つ
く
し
み
」「
あ
わ
れ
み
」の
意
味
で
あ

る
と
普
通
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

「
慈
」と「
悲
」と
は
も
と
は
別
の
語
で
あ
っ
た
。

「
慈
」と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
マ
イ
ト
リ
ー 

（m
aitrī

）ま
た
は
ミ
ト
ラ（m

itra

）と
い
う
語
の
訳
で
あ

り
、
真
実
の
友
情
、
純
粋
の
親
愛
の
念
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て「
悲
」と
は
パ
ー
リ
語
及
び
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
カ
ル
ナ
ー（karunā

）の
訳
で
あ
る
が
、「
や

さ
し
さ
」「
あ
わ
れ
み
」「
な
さ
け
」を
意
味
し
、
相
手
の
悩

み
を
取
り
除
い
て
あ
げ
た
い
と
思
う
気
持
ち
で
あ
る
。

南
方
ア
ジ
ア
の
上
座
部
仏
教
に
お
い
て
は「
慈
」と
は

「
人
々
に
利
益
と
安
楽
と
を
も
た
ら
そ
う
と
望
む
こ
と
」

（
与
楽
）で
あ
り
、「
悲
」と
は「
人
々
か
ら
不
利
益
と
苦
を

除
去
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
」（
抜
苦
）で
あ
る
と
註
解
し

て
い
る
。

慈
悲
の
実
践
は
社
会
の
不
正
や
理
不
尽
な
行
為
に
、
ほ

う
っ
て
お
け
な
い
憤
り
と
悲
し
み
を
我
が
事
の
よ
う
に

感
じ
、
ど
う
に
か
し
て
あ
げ
た
い
、
手
を
差
し
伸
べ
ず
に

は
お
れ
な
い
と
勇
気
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。

開
祖
の
い
う
愛
と
は『
し
て
あ
げ
る
、
与
え
て
あ
げ
る

こ
と
で
喜
び
を
感
じ
る
感
情
。
あ
る
い
は
、
反
対
に
自

分
が
苦
し
ん
だ
り
困
っ
て
い
る
と
き
に
、
素
直
に
他
人

の
行
為
を
受
け
い
れ
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
豊
か

な
心
を
持
っ
た
人
を
、
私
は
育
て
た
い
』と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

※
参
考
文
献　
『
慈
悲
』　

中
村
元　

講
談
社
学
術
文
庫
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「道院は家族」という文字どおり、当道院には老若男女さまざ
まな拳士が在籍しています。小・中学生や社会人などの若手拳
士に加え（2001年に道院を開設し、そのときに入門してくれた
当時小学生だった3人が今も続けてくれています）、 64歳のとき
に入門され現在80歳の最高齢拳士、 50～60代のお母さん拳士が
3人、全盲の拳士、心臓病の少年などがいます。

道院長としては、画一的な対応ではなく、それぞれの個性に
適した指導ができるよう心がけています。釈尊のように、相手
によって言葉を変えた「対機説法」を、いつも実践できるように
努力しています。

また当道院は、老若男女が、「大きな家族」として和気あいあ
いの雰囲気の中、修練を楽しんでいます。家族の形態が変化し
ている現在こそ、貴重な時間だと思うのです。

一つ特徴的なのは、子どもたちに大人の拳士が付いて、相対
となって修練することです。大人の拳士は、子どもたちにどう
伝えたらいいのかと、手こずりながらも指導することの意義を

感じ取ってくれています。
そんな中で、私は全体を見つつ、各拳士の特性に適した「対機

説法」として、ピンポイントで指導するように心がけています。

京都府・京
きょう

都
と

衣
きぬ

笠
がさ

道院
長
なが

野
の

享
きょう

司
じ

 道院長

第　　
9

　　回

担当／飯野貴嗣

道院に来る拳士たちに「何を伝えるのか」という“ぶれない柱”、
つまり指導の理念を持つことが大切だと思います。今年のス
ポーツの業界では、いわゆる指導者といわれる人たちのさまざ
まな問題が取り沙汰されています。私たちはそれを他人事とせ
ず、他山の石として、常にわが身を省みなければなりません。

さて、その指導の理念なのですが、私のこれまでの人生経験
や、金剛禅の教えを通じて学んできたことから明確にいえるこ
とは、「人は変われるんだ」ということ。しかし、「人生、出世
を急がず、若いときはしっかりと下積みを経験する」というこ
とです。

まだ十分な人生経験のない若い時分に出世を急ぐと、やが
て天

てん

狗
ぐ

になったり、利欲の誘いに乗ってしまったりして、あと
でつまずくのです。私はそういう人を何人も見てきました。出
世を急がず下積みを経験した人間こそが、自分の心を鍛え、ま
た、困っている人の気持ちを汲み取り、本当に強くて優しい人
間になれるのだと思います。
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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/

担当／中川　純

全文はサイトへ

神奈川県・海
え

老
び

名
な

国
こく

分
ぶ

道院
道院長　沼

ぬま

内
うち

寿
とし

浩
ひろ

（48歳）

道院長

元気の素
vol.44

道
院
の
方
針
は
、
来
る
こ
と
が
楽
し
く
な
る
よ
う
な

雰
囲
気
づ
く
り
で
す
。
そ
の
た
め
、
当
道
院
で
は
稽
古

以
外
の
イ
ベ
ン
ト
が
比
較
的
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
稽
古
終
了
後
の
お
や
つ
会

（
お
菓
子
＆
ド
リ
ン
ク
）、
道
場
の
駐
車
場
で
行
う
正
月

の
餅
つ
き
大
会
、
春
の
花
見
を
兼
ね
た
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
、

県
外
の
施
設
で
行
う
夏
合
宿
、
秋
の
焼
肉
パ
ー
テ
ィ
ー
、

年
末
の
納
会
な
ど
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
各
種
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
と
き
に
は
、
休
眠
拳
士
に
も
必
ず
声
を

か
け
て
い
る
の
で
、
彼
ら
も
多
数
参
加
し
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
で
、

進
学
が
決
ま
っ
た
と
き
や
就
職
が
決
ま
っ
た
と
き
に
は

報
告
に
来
て
く
れ
ま
す
し
、
海
外
勤
務
の
拳
士
は
、
一

時
帰
国
す
る
と
必
ず
顔
を
出
し
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、

自
身
の
環
境
が
整
う
と
現
役
復
帰
し
て
く
れ
る
拳
士
も

い
ま
す
。
私
自
身
、
こ
の
部
分
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ

て
お
り
、
道
院
長
を
続
け
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
休
眠
拳
士
が
い
つ
で
も
戻
っ
て
く

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
て
、
道
院
を
存
続
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

稽
古
で
は
、「
す
べ
て
の
動
作
に
意
味
が
あ
る
」こ
と

を
理
解
さ
せ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
構
え
、
攻
撃
、

足
捌さ
ば

き
、
体
捌
き
、
当あ
て

身み

な
ど
に
は
、
必
ず
理
由
が
あ

る
。
逆
に
、
理
由
の
な
い
動
き
は
極
力
し
な
い
こ
と
。

こ
れ
を
、
少
年
拳
士
に
対
し
て
も
細
か
く
説
明
し
て
い

ま
す
。
理
解
し
た
う
え
で
、
数
を
か
け
る
稽
古
を
す
る

こ
と
で
、
本
当
の
意
味
で
の
上
達
が
期
待
で
き
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
道
院
の
役
割
と
し
て
、
金
剛
禅

の
学
習
も
欠
か
せ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
毎
回

学
科
の
時
間
を
設
け
、「
金
剛
禅
読
本
」や「
少
林
寺
拳
法

教
範
」だ
け
で
な
く
、「
僧
階
教
本
」も
活
用
し
な
が
ら
、

自
分
の
言
葉
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
特
に「
教
典
」は
奥

深
く
、
行
間
を
読
み
込
ん
で
い
か
な
い
と
本
当
の
意
味

を
理
解
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
時
間
を
取
っ
て
学
習
す
る

機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

道
院
長
を
引
き
受
け
る
前
年
、
職
場
の
役
割
が
管
理

職
と
な
り
、
多
忙
な
生
活
に
変
化
し
ま
し
た
。
時
間
的

制
約
で
、
道
院
長
を
引
き
受
け
る
の
は
難
し
い
の
で
は

と
心
配
し
ま
し
た
が
、
今
思
う
と
い
ら
ぬ
心
配
で
し
た
。

人
間
、
時
間
が
な
け
れ
ば
な
い
な
り
に
工
夫
し
て
、
時

間
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
頑

張
っ
て
い
れ
ば
、
周
り
が
助
け
て
く
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
何
と
か
な
る
！
」と
い
う
こ
と
で
す
。

実
際
に
、
今
で
は
限
ら
れ
た
時
間
で
成
果
を
出
す
働

き
方
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
し
、
仕
事
も

家
庭
も
犠
牲
に
せ
ず
、
道
院
長
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

世
の
中
で
は
働
き
方
改
革
が
進
ん
で
い
ま
す
。
日
本

は
先
進
国
の
中
で
も
労
働
生
産
性
が
著
し
く
低
い
と
い

わ
れ
、
こ
れ
を
改
善
し
て
仕
事
以
外
の
余
暇
や
自
己
啓

発
に
充
て
る
時
間
の
創
出
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
以

前
、
あ
る
指
導
者
か
ら
、「
道
院
長
を
や
る
な
ら
仕
事
や

家
庭
を
犠
牲
に
す
る
の
は
し
か
た
が
な
い
」と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
今
は
そ
ん
な
時
代
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
逆
に
、
追
い
風
だ
と
思
い
ま
す
。

専
有
道
場
の
確
保
な
ど
の
課
題
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
が
ク
リ
ア
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
臆
す
る
こ
と
な
く

道
院
長
を
目
指
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
好
き
な
少

林
寺
拳
法
を
通
じ
て
人
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
、
自
分

自
身
も
成
長
し
て
い
け
る
喜
び
が
待
っ
て
い
ま
す
。

い
つ
で
も
戻
れ
る
道
院

仕
事
や
時
間
は
「
何
と
か
な
る
！
」

※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。
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本
山

⃝
本
山
公
認
教
区
講
習
会

［
９
月
９
日
］四
国
地
方
教
区（
宗
由
貴
、
大

澤
隆
、
坂
下
充
）

［
10
月
14
日
］神
奈
川
県
教
区（
海
鋒
雅
之
、

前
田
保
男
）

［
10
月
21
日
］東
海
地
方
教
区（
宗
由
貴
、
新

井
庸
弘
、
大
澤
隆
、
須
田
剛
、
坂
下
充
）

⃝
教
区
研
修
会

［
９
月
２
日
］岐
阜
県
教
区

［
９
月
９
日
］福
井
県
教
区

［
９
月
16
日
］香
川
県
教
区

［
10
月
７
日
］滋
賀
県
教
区

［
10
月
14
日
］大
阪
府
教
区
、
茨
城
県
教
区

［
10
月
20
日
］東
京
都
教
区

⃝
小
教
区
研
修
会

［
８
月
４
日
］愛
媛
南
予
小
教
区

［
９
月
２
日
］東
京
第
十
四
小
教
区

［
９
月
８
日
］山
形
庄
内
小
教
区

［
９
月
９
日
］神
奈
川
横
浜
第
三
小
教
区
、

神
奈
川
西
湘
小
教
区
、
沖
縄
小
教
区

［
９
月
16
日
］埼
玉
第
五
小
教
区

［
９
月
23
日
］東
京
第
一
小
教
区

［
９
月
28
日
］宮
城
塩
釜
小
教
区

［
９
月
29
日
］東
京
第
十
一
小
教
区

［
９
月
30
日
］青
森
南
部
小
教
区
、
千
葉
東

部
小
教
区
、
神
奈
川
横
浜
第
三
小
教
区

［
10
月
７
日
］福
岡
筑
紫
小
教
区

［
10
月
８
日
］兵
庫
東
播
第
一
小
教
区

［
10
月
13
日
］愛
知
西
三
河
第
一
小
教
区

［
10
月
14
日
］千
葉
西
部
小
教
区
、
静
岡
中

部
小
教
区
、
岡
山
美
作
小
教
区

［
10
月
26
日
］宮
城
塩
釜
小
教
区

を
頂
き
、
来
賓

に
は
播
磨
町

長
、
播
磨
町
教

育
長
の
臨
席
を

賜
り
、
少
林
寺

拳
法
が
人
づ
く

り
を
目
的
に
幸

福
運
動
を
展
開

し
て
い
る
こ
と

を
ご
理
解
い
た

だ
け
ま
し
た
。

式
典
の
中
で
、
道
院
長
と
し
て
、
門
下

生
、
保
護
者
の
方
々
、
協
力
者
の
皆
さ
ん

に
お
礼
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
何
よ
り
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
幹

部
拳
士
、
門
下
生
、
保
護
者
の
方
々
か
ら

感
謝
の
言
葉
を
頂
い
た
こ
と
で
す
。
道
院

で
培
っ
た
こ
の
つ
な
が
り
を
、
今
後
も
大

切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
吉
野
雅
文
）

静
岡
県
教
区

８
月
26
日（
日
）、
昨
年
に
続
き
二
回
目

の
大
会
を
開
催
し
た
。
今
回
は
、
昨
年
以

上
に
多
様
な
発
表
が
見
ら
れ
、
金
剛
禅
の

NEWS   活動報告
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だ
き
、
共
に
諏
佐
道
院
長
の
功
績
を
称た

た

え

ら
れ
た
こ
と
は
、「
諏
佐
道
院
長
を
喜
ば
せ

た
い
」と
い
う
一
心
で
二
年
前
か
ら
企
画
し

て
き
た
実
行
委
員
と
し
て
万
感
の
思
い
で

し
た
。

第
一
部
で
は
、
親
子
参
座
が
多
い
と
い

う
特
徴
か
ら
親
子
三
組
に
よ
る
奉
納
演
武

を
行
い
、
大
人
だ
け
で
な
く
少
年
部
か
ら

も
門
信
徒
代
表
祝
辞
を
読
み
、
道
院
が
一

つ
の
家
族
の
よ
う
な
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰

囲
気
に
包
ま
れ
た
、
厳
か
な
中
に
も
和
や

か
さ
の
あ
る
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

第
二
部
は
会
場
を
近
隣
の
ホ
テ
ル
に
移

し
て
懇
親
会
を
行
い
、
40
年
の
歩
み
を
映

像
で
振
り
返
り
、
懐
か
し
い
顔
ぶ
れ
の

方
々
に
諏
佐
道
院
長
と
の
思
い
出
を
語
っ

て
い
た
だ
く
な
ど
、
終
始
笑
顔
と
笑
い
声

の
絶
え
な
い
会
と
な
り
ま
し
た
。
大
人
も

子
供
も
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
み
、
一
人

ひ
と
り
が
持
ち
場
で
輝
き
を
放
っ
た
行
事

で
も
あ
り
ま
し
た
。

40
周
年
を
機
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
新
た

に
し
、
川
崎
柿
生
道
院
は
諏
佐
道
院
長
を

中
心
に
50
周
年
へ
歩
み
出
し
て
い
ま
す
。

（
実
行
委
員
長
・
福
地
武
雄
）

播
磨
南
道
院

8
月
5
日（
日
）に
開
催
し
た
本
式
典
に

お
い
て
の
成
果
は
、
幹
部
拳
士
主
導
に
て

行
事
の
準
備
か
ら
当
日
の
進
行
ま
で
ス

ム
ー
ズ
に
実
施
で
き
た
こ
と
で
す
。

式
典
で
は
、
小
教
区
長
、
少
年
部
教
化

育
成
委
員
会
の
中
山
文
夫
委
員
長
な
ど
お

世
話
に
な
っ
た
先
生
か
ら
お
祝
い
の
言
葉

洛
東
道
院

2
0
1
8（
平
成
30
）年
７
月
１
日（
日
）、

京
都
市
武
道
セ
ン
タ
ー
旧
武
徳
殿
に
お
い

て
、「
第
52
回
洛
東
祭
2
0
1
8
少
林
寺
拳

法
公
開
演
武
」を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

本
会
は
、
拳
士
の
日
頃
の
修
行
の
成
果

を
発
表
す
る
場
と
し
て
、
ま
た
金
剛
禅
の

布
教
の
場
と
し
て
、
道
院
設
立
以
来
、
継

続
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
も
会
場

は
満
席
に
な
り
、
観
客
席
か
ら
は
、
全
力

を
出
し
た
拳
士
た
ち
に
大
き
な
拍
手
が
送

ら
れ
、
盛
会
の
う
ち
に
終
了
し
ま
し
た
。

（
森
川
和
仁
）

川
崎
柿
生
道
院

８
月
５
日（
日
）、
川
崎
柿
生
道
院
専
有

道
場
に
て
設
立
40
周
年
式
典
を
挙
行
い
た

し
ま
し
た
。

当
道
院
は
諏
佐
一
義
道
院
長
が
40
歳
で

設
立
、
80
歳
で

40
周
年
を
迎
え

た
道
院
で
す
。

晴
天
に
恵
ま
れ

た
猛
暑
日
で
し

た
が
、
宗
由
貴

少
林
寺
拳
法
グ

ル
ー
プ
総
裁
を

は
じ
め
、
ご
縁

の
深
い
道
院

長
・
後
援
者
・

OB
・
OG
拳
士
に

も
ご
臨
席
い
た

奥
深
さ
と
今
後
の
可
能
性
を
大
き
く
見み

出い
だ

す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
講
演
を
二
つ

組
み
込
み
、
午
前
中
に
は
須
田
剛
教
学
研

究
委
員
会
委
員
長
の
講
義
、
午
後
に
は
三

浦
伸
也
絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
顧
問
の
ユ
ー

モ
ア
あ
ふ
れ
る
お
話
と
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
金
剛
禅
に
関

す
る
ク
イ
ズ
な
ど
を
行
い
、
拳
士
全
員
が

大
い
に
楽
し
め
る
大
会
と
な
っ
た
。
大
会

自
体
は
成
功
に
終
わ
っ
た
と
感
じ
る
反
面
、

大
会
参
加
が
県
内
所
属
の
約
半
数
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
、
所
属
長
全
員
が
、
金
剛
禅

に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合
い
、
同
じ
方
向

を
向
い
て
い
く
よ
う
意
識
改
革
を
し
て
い

く
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

（
浅
井
昌
典
）

本
山

【
７
月
度
】

武
蔵
五
日
市
道
院（
道
院
長
・
髙
井
勉
）

加
賀
梯
道
院（
道
院
長
・
安
田
嘉
昌
）

滋
賀
伊
吹
道
院（
道
院
長
・
藤
岡
学
）

奈
良
信
貴
道
院（
道
院
長
・
川
口
宗
勇
）

【
８
月
度
】

金
沢
卯
辰
山
道
院（
道
院
長
・
加
藤
善
成
）

能
登
七
尾
道
院（
道
院
長
・
織
平
秀
一
）

石
川
河
北
道
院（
道
院
長
・
鈴
木
之
雄
）

金
沢
東
道
院（
道
院
長
・
新
谷
成
智
）

大
阪
千
船
道
院（
道
院
長
・
満
田
隆
三
）

徳
島
学
道
院（
道
院
長
・
横
田
温
生
）

善
通
寺
中
央
道
院（
道
院
長
・
渡
辺
實
）

琴
弾
道
院（
道
院
長
・
倉
本
亘
康
）

大
野
城
大
利
道
院（
道
院
長
・
西
田
智
宏
）

開
催
報
告（
派
遣
講
師
）

第
52
回
洛
東
祭
2
0
1
8

少
林
寺
拳
法
公
開
演
武

傘
寿
で
迎
え
た
40
周
年

設
立
10
周
年
記
念
式
典

第
２
回

金
剛
禅
易
筋
行
大
会

帰
山
行
事
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I N F O R M A T I O N

志
し

藤
どう

 彰
あき

人
と

　鳥栖道院 道院長、 274期生、大導師正範士七段、 2018年9月30日逝去、満68歳

訃報

布施
▷豊田末野原道院　服部 俊美   　10,000円
本山帰山記念
▷金沢卯辰山道院　加藤 善成   　10,000円
▷能登七尾道院　織平 秀一   　10,000円
▷善通寺中央道院　渡辺 實   　  5,000円
本山見学・練習会
▷武蔵五日市道院    　30,000円

▷滋賀伊吹道院    　30,000円
▷奈良信貴道院　川口 宗勇   　30,000円
▷加賀梯道院・かけはし会   　10,000円
公認講習会
▷京都府教区    　40,000円
▷福島県教区    　30,000円
▷山形県教区    　30,000円
▷福岡県教区    　30,000円

お布施

僧階昇任者
権大導師
■2018年8月1日付
石井 明仁（東京大塚道院）
荒井 恵一（新潟共和道院）
竹村 充（御殿場道院）
坂田 真生子（犬山北道院）
中導師
■2018年7月1日付
稲田 孝弘（東京洗足池道院）
鈴木 道臣（宇部恩田道院）

権中導師
■2018年8月1日付
本間 仁（札幌もいわ道院）
高谷 雅典（つくばみなみ道院）
吉田 晴一（東松山道院）
物井 宏一（千葉清見台道院）
酒井 義雄（練馬道院）
立花 剛（東京石神井道院）
大矢 剛寛（東京成瀬道院）
池野 昇司（東京王子道院）
落合 教康（東京王子道院）
赤羽 智明（東京大塚道院）

須濱 彩恵（御殿場道院）
武衛 篤（静岡城北道院）
脇山 保乃加（刈谷北道院）
國見 めぐみ（四日市富田道院）
加藤 浩城（四日市富田道院）
飯吉 真由己（大阪白鷺道院）
松田 潤（山陽網干道院）
白神 賢一（児島西道院）
富田 素久（徳島渭東道院）
松浦 隆一（高松木太道院）
山下 浩二（武雄道院）
三重野 正己（大分府内道院）

●交代
長井ひなた村道院   前司 道弘
横浜鶴見道院   浦本 久伸
大阪住吉道院   西村 やよひ

奈良上牧道院   服部 公英
萩道院   権代 健一
横浜都筑道院   池田 政俊

2018年8・9月度　認証
●新設
東京府中西道院   小松原 哲雄
京都明珠道院   三井 純一

京都上植野道院   森川 弘仁
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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。〒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

イラスト／大原由軌子

親子演武を夢見て

2018年11月１日発行（奇数月１日発行）
発行人：大澤　隆
発行所：金剛禅総本山少林寺
 〒764-8511
 香川県仲多度郡多度津町本通3-1-48
 ☎0877-33-1010
 http://www.shorinjikempo.or.jp
編集人：坂下　充
印刷・製本：株式会社ムレコミュニケーションズ　
広報誌『あ・うん』追加発送について
現在、広報誌『あ・うん』は、道院の在籍門信徒数
に応じて10〜20部ずつ、一般財団支部は１部ず
つ、毎号ご提供させていただいております。さら
に追加をご希望の方は、本山布教課にお申し出く
ださい（追加１部につき50円・送料別途要）。
　TEL.0877-33-1010
　e-mail：aun@shorinjikempo.or.jp
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編集後記▶それにしても、ことしの日本列島は台風や
豪雨、地震といった自然の災害が多くありました。世
界的に気候環境は変わっているようですから、これか
らも続くのかもしれません。また、気候環境だけでな
く、少子高齢化が進む日本では、社会の仕組みもい
ろいろと変わっていくようです。今までと同じようには
いかない時代です。▶何はともあれ、一人では生きて
いけない世の中です。金剛禅では、今も昔も、どんな
社会になろうと、何が起ころうと、頼りにすべきはまず
自分、そして信頼し合える身内や仲間たちだと学びま
す。今回の特集は「人が集う道院づくり」です。人が集
う道院には、元気や温かさ、知恵や勇気が生まれる
土壌があるように思えます。皆さんの道院はどうでしょ
うか。（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

　

私
が
少
林
寺
拳
法
を
始
め
た
の
は
10
歳
の
こ
ろ

だ
っ
た
。
運
動
嫌
い
だ
っ
た
私
は
、
親
に
連
れ
ら
れ

て
し
か
た
な
し
に
通
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
自
分
か
ら

積
極
的
に
や
ろ
う
と
い
う
姿
勢
に
変
わ
る
ま
で
に
は

相
当
な
年
月
が
か
か
っ
た
。

　

そ
れ
に
比
べ
て
、
私
の
娘
は
運
動
好
き
。
小
学
2

年
の
と
き
に
少
林
寺
拳
法
を
始
め
、
今
年
で
二
年
目

で
あ
る
。
そ
し
て
な
ん
と
、
拳
歴
二
年
目
に
し
て
県

大
会
で
最
優
秀
賞
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
親
の
私
は
成

人
過
ぎ
る
ま
で
、
大
会
で
ま
と
も
な
賞
な
ん
か
取
っ

た
こ
と
も
な
い
。
親
と
子
で
大
変
な
違
い
で
あ
る
。

　

私
の
家
で
は
、
義
父
、
私
、
娘
と
三
世
代
で
少
林

寺
拳
法
を
や
っ
て
い
る
。
義
父
は
道
院
長
で
あ
っ
た

が
、
平
成
30
年
度
よ
り
私
が
道
院
長
を
交
代
し
た
。

私
が
道
院
長
に
な
る
こ
と
を
娘
に
話
し
た
と
き
、
娘

か
ら「
じ
ゃ
あ
、
そ
の
次
の
道
院
長
は
私
が
や
る
」と

い
う
こ
と
ば
が
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
ば
は
私
も

ま
っ
た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
驚
か
さ
れ

た
が
、
仮
に
こ
の
こ
と
ば
が
、
そ
の
と
き
だ
け
の
気

持
ち
だ
っ
た
と
し
て
も
、
大
げ
さ
か
も
し
れ
な
い

が
、
涙
が
出
る
ほ
ど
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
し
て
少
林

寺
拳
法
を
や
っ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
思
え
た
瞬
間
で

あ
っ
た
。

　

30
数
年
続
け
て
き
た
こ
の
少
林
寺
拳
法
を
、
現

在
、
娘
と
一
緒
に
や
っ
て
い
る
。
口
に
出
し
て
こ
そ

言
わ
な
い
が
、
た
ま
ら
な
く
う
れ
し
く
、
幸
せ
に
感

じ
て
い
る
。
私
が
少
林
寺
拳
法
で
培
っ
た
も
の
は
、

娘
に
な
ら
無
条
件
で
す
べ
て
手
渡
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
義
父
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　

今
の
私
の
夢
は
、
娘
が
小
学
6
年
の
年
に
、
大
会

で
親
子
演
武
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
娘
と
一
緒
に
演

武
が
で
き
た
ら
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
だ
ろ
う
か
と
自

分
独
り
で
そ
の
と
き
の
こ
と
を
想
像
し
て
、
今
か
ら

勝
手
に
感
動
し
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ

ろ
、
娘
が
お
父
さ
ん
嫌
い
に
な
っ
て
い
た
ら
ど
う
し

よ
う
、
そ
う
な
り
ま
せ
ん
よ
う
に
と
不
安
を
ひ
そ
か

に
抱
え
つ
つ
、
一
人
娘
の
成
長
を
し
っ
か
り
見
守
っ

て
い
き
た
い
と
思
う
き
ょ
う
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

豊
ほう

南
なん

道院　竹
たけ

内
うち

　猛
つよし
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法形修練で技がうまくいかなかったときに、その原因を相手に求めてしまう。
運用法で当身を入れられたときに、感情に任せてやり返そうとしてしまう。
いずれも「我

が

」への執着が成長の妨げとなっている。
相対での修練は、自己の内にある執着に気づかせ、それを取り除いていく機会となる。
目の前の現象をあるがままに認め、うまくいかなかった原因をありのままに受け止める
素直さが必要である。

撮影／志村　力　 文／冨田雅志　 演武者／守者：倉本亘康 准範士六段・攻者：飯野貴嗣 准範士六段

の としての少林寺拳法

差込廻蹴と
　　上中二連突に対する小手投
金剛禅総本山少林寺オフィシャルサイトで
動画をご覧いただけます。

修練における素直さ

検索金剛禅


